
文
学
教
育
の
未
来

-
「
文
学
」
は
国
語
教
育
に
何
を
も
た
ら
す
か
-

-
　
は
じ
め
に

戦
後
日
本
の
文
学
教
育
論
の
1
つ
の
極
に
'
学
習
者
が
文
学
作
品

と
直
に
接
し
て
抱
い
た
感
想
や
意
見
を
表
出
さ
せ
'
そ
れ
を
中
心
に

授
業
を
進
め
て
い
-
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。
作

品
の
表
現
か
ら
直
に
読
者
が
捉
え
得
た
も
の
に
焦
点
を
当
て
た
文
学

作
品
の
指
導
論
が
展
開
さ
れ
た
。
荒
木
繁
の
「
民
族
教
育
と
し
て
の

古
典
教
育
-
r
万
葉
集
』
を
中
心
に
し
て
-
」
(
日
本
文
学
協
会
編
『
続

日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
し
岩
波
書
店
へ
一
九
五
四
年
)
　
に
始
ま
る

「
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
」
論
争
は
へ
　
こ
の
問
題
を
焦
点
化
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
こ
の
間
題
は
'
熊
谷
孝
の
r
文
学
教
育
]
(
国

士
社
'
一
九
五
六
年
)
や
大
河
原
忠
蔵
の
F
状
況
認
識
の
文
学
教
育
』

(
有
精
堂
'
1
九
六
八
年
)
、
太
田
正
夫
の
r
想
像
力
と
文
学
教
育
J
(
三

省
堂
へ
1
九
七
〇
年
)
、
あ
る
い
は
西
郷
竹
彦
の
r
文
学
教
育
入
門
]
(
明

治
図
書
、
一
九
六
五
年
)
他
の
著
作
等
'
諸
々
の
文
学
教
育
論
に
引

き
継
が
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
主
張
の
対
極
に
'
学
習
者
の
印
象
を
優
先
さ
せ
て

文
学
作
品
を
捉
え
る
だ
け
で
は
各
々
の
分
析
・
解
釈
に
根
拠
が
な

山
　
元
　
隆
　
春

い
t
　
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
作
品
に
内
在
す
る
諸

要
素
を
分
析
す
る
と
い
う
営
み
を
文
学
教
育
の
中
心
に
据
え
て
い

-
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
お
い
て
ま
ず
重
ん
じ
ら
れ
る
の

は
'
文
学
作
品
の
表
現
そ
の
も
の
の
微
細
な
検
討
で
あ
り
'
作
品
を

分
析
す
る
た
め
の
「
も
の
さ
し
」
　
の
設
定
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
お
け
る
「
新
批
評
」
　
の
展
開
を
踏
ま
え
な
が
ら
へ
川
崎
寿
彦
の

r
分
析
批
評
入
門
J
(
至
文
堂
、
l
九
六
七
年
)
や
小
西
甚
1
の
「
分

析
批
評
の
あ
ら
ま
し
-
批
評
の
文
法
-
」
(
r
解
釈
と
鑑
賞
J
至
文

堂
へ
一
九
七
二
年
五
月
)
へ
井
関
義
久
の
F
批
評
の
文
法
-
分
析
批

評
と
文
学
教
育
-
A
(
大
修
館
書
店
、
1
九
七
二
年
)
等
に
お
い
て

提
唱
さ
れ
た
「
分
析
批
評
」
は
へ
　
こ
の
方
向
で
国
語
科
に
お
け
る
文

学
作
品
の
指
導
に
援
用
さ
れ
へ
　
1
定
の
役
割
を
果
た
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
'
「
文
学
作
品
」
を
介
し
て
子
ど
も
の
こ
と
ば

の
何
を
育
て
て
い
-
の
か
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
「
文
学
教
育
し

に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
　
「
こ
れ
か
ら

の
文
学
教
育
」
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
研
究
協
議
で
は
'
「
文

学
作
品
」
を
用
い
た
教
育
実
践
が
こ
れ
か
ら
の
こ
と
ば
の
教
育
に
お
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い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
必
要
な
も
の
な
の
か
'
ど
の
よ
う
な
か
た

ち
で
の
教
育
実
践
が
可
能
で
あ
り
'
子
ど
も
の
こ
と
ば
の
育
ち
に
か

か
わ
っ
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
た
。

2
　
他
者
の
目
を
と
お
し
て
世
の
中
や
自
分
自
身
を
と
ら
え
な

お
す
力

木
本
一
成
氏
の
「
中
学
校
文
学
的
文
章
教
材
の
指
導
改
善
に
つ
い

て
の
試
み
-
文
字
作
品
を
と
お
し
て
他
者
の
目
に
気
づ
か
せ
る
-
」

は
'
文
字
教
育
が
読
む
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
、
改
め
て
教
え
る
論
考
で
あ
る
。
そ
し
て
'
読
み
の
対
象
と
し
て

の
文
学
作
品
の
成
り
立
ち
を
'
学
習
者
が
身
を
以
て
体
験
し
た
と
き

に
こ
そ
へ
理
屈
で
は
な
く
文
字
の
構
造
を
彼
ら
が
理
解
し
'
自
ら

の
身
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
実
践
の
報
告
で
も
あ
る
。

木
本
氏
は
言
う
。

中
学
生
に
文
字
作
品
を
用
い
た
授
業
を
す
る
と
き
'
い
つ
も
目

標
に
し
て
い
る
の
は
'
他
者
の
日
を
と
お
し
て
世
の
中
や
自
分
自

身
を
と
ら
え
な
お
す
力
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
木
本
氏
の
こ
と
ば
は
'
中
学
校
に
お
け
る
文
学
教
育
の
意
義

を
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
他
者
の
目
を
と
お
し
て
世
の
中

や
自
分
自
身
を
と
ら
え
な
お
す
力
」
の
育
成
と
い
う
こ
と
が
'
木
本
氏

の
国
語
科
授
業
の
大
き
な
目
標
で
あ
る
が
'
氏
の
文
学
教
育
の
目
指

す
と
こ
ろ
も
'
こ
の
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
空
中
プ
ラ
ン
コ
乗
り

の
キ
キ
」
　
(
別
役
実
)
　
の
実
践
を
検
討
し
た
ま
と
め
に
あ
た
る
部
分

で
木
本
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
キ
キ
の
決
断
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
そ
の
も
の

は
重
要
で
は
な
い
が
へ
そ
の
理
由
を
考
え
る
過
程
で
、
読
者
で
あ

る
自
分
の
視
点
を
自
覚
化
し
た
り
'
自
分
と
は
異
な
る
視
点
に
気

づ
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
読
者
で
あ
る
自
分
の
視
点
を
自
覚
化
」
す
る
こ
と
や
「
自
分
と

は
異
な
る
視
点
に
気
づ
-
し
　
こ
と
は
'
文
学
作
品
を
読
む
学
習
が
学

習
者
に
も
た
ら
す
も
の
の
な
か
で
も
重
要
な
こ
と
が
ら
の
1
つ
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
'
学
習
者
の
成
長
に
と
っ
て
大
切
な
要
素
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
追
求
し

た
の
が
「
サ
ー
カ
ス
の
馬
」
(
安
岡
章
太
郎
)
　
の
実
践
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
「
語
り
手
」
で
あ
る
「
ぼ
-
」
と
い
う
存
在
に
学
習
者
を
自

覚
的
に
さ
せ
て
い
-
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
小
説
の
学
習
を
経
て
、
木
本
氏
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
と

し
て
「
大
人
の
視
点
か
ら
見
た
中
学
生
」
と
い
う
「
創
作
文
」
　
の
学

習
に
進
む
。
読
む
だ
け
で
は
必
ず
し
も
一
人
ひ
と
り
の
学
習
者
に
明

確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
他
者
の
日
」
が
'
「
創
作
文
」

を
書
-
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
学
習
者
の
肘
に
落
ち
る
こ
と
に
な
っ

た
。
木
本
氏
の
報
告
の
な
か
に
見
ら
れ
る
の
は
'
氏
の
こ
と
ば
を
お

借
り
す
れ
ば
ま
さ
し
-
「
r
他
者
の
目
J
を
自
分
の
中
に
取
り
込
ん

で
い
-
姿
」
　
で
あ
っ
た
。
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木
本
氏
の
取
り
組
み
は
'
小
説
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
の
一

つ
を
教
え
て
-
れ
る
。
と
同
時
に
、
文
字
教
育
が
読
む
こ
と
だ
け
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
て
-
れ
る
論
考
で
あ
る
、
そ

し
て
へ
読
み
の
対
象
と
し
て
の
文
字
作
品
の
成
り
立
ち
を
学
習
者
が

身
を
以
て
体
験
し
た
と
き
に
こ
そ
'
理
屈
で
な
-
文
学
の
構
造
を
彼

ら
が
理
解
し
'
自
ら
の
も
の
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
実

践
で
も
あ
る
。

3
　
解
釈
す
る
自
分
を
批
評
し
な
が
ら
読
む
-
二
重
の
日
的
-

松
本
誠
司
氏
の
「
読
む
こ
と
の
対
話
的
交
流
を
目
指
す
授
業
-
芥
川

龍
之
介
r
羅
生
門
』
に
よ
る
学
習
者
の
読
み
の
交
流
-
」
は
'
こ
れ

ま
で
の
松
本
氏
の
授
業
実
践
を
踏
ま
え
な
が
ら
へ
　
「
作
者
」
を
捉
え
'

そ
の
批
評
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
と
い
う
こ
と
を

中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
イ
-
ザ
I
の
受
容
理
論
に
依

拠
し
な
が
ら
へ
個
人
内
の
読
み
を
集
団
の
読
み
に
関
わ
ら
せ
て
い
-

方
策
を
試
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

松
本
氏
は
r
羅
生
門
』
の
実
践
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
次
の

よ
う
な
問
題
意
識
を
示
し
て
い
る
。

〇
一
年
度
実
践
で
は
「
下
人
」
　
の
生
を
価
値
づ
け
た
上
で
'
現

代
に
生
き
る
者
の
視
点
を
学
習
者
自
身
が
解
釈
へ
取
り
入
れ
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
下
人
」
　
へ
の
プ
ラ
ス
・
マ

イ
ナ
ス
双
方
の
評
価
は
解
釈
と
し
て
得
ら
れ
た
が
'
評
価
者
と
し

て
の
学
習
者
自
身
が
前
景
化
し
て
お
り
'
印
象
批
評
に
近
い
解
釈

も
あ
っ
た
。
ま
た
へ
学
習
者
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
の
が
作
家

芥
川
な
の
か
'
テ
ク
ス
ト
内
に
設
定
さ
れ
た
「
作
者
し
な
の
か
が

不
明
瞭
で
'
「
作
者
」
　
の
批
評
態
度
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
へ
　
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
部
分
と
語
ら
れ
る
部
分
と
を
峻

別
L
t
評
価
者
と
し
て
の
「
作
者
」
を
意
識
し
な
が
ら
へ
　
「
下
人
」

の
生
き
方
を
現
代
の
視
点
で
見
つ
め
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
(
中

略
-
山
元
)
〇
四
年
度
実
践
で
は
'
ほ
と
ん
ど
の
読
者
が
r
羅
生

門
)
を
読
む
過
程
で
何
皮
も
出
現
す
る
「
作
者
」
を
意
識
し
て
し

ま
う
こ
と
を
手
が
か
り
に
'
教
授
者
か
ら
の
補
助
線
と
し
て
「
作

者
」
　
の
語
る
行
為
の
存
在
に
つ
い
て
学
習
者
に
伝
え
る
こ
と
を
試

み
た
。

「
作
者
」
　
の
批
評
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
-
こ
と
で
'
登
場
人

物
の
捉
え
方
に
深
ま
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
と

同
時
に
「
r
作
者
A
　
の
語
る
行
為
」
に
つ
い
て
学
習
者
が
自
覚
的
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
'
小
説
テ
ク
ス
ト
を
重
層
的
に
捉
え
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
仮
説
を
'
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
作
中
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
も
t
 
r
作
者
」
と
「
登
場
人
物
」
と
の
あ
い
だ
の
霞
な
り
や
ず

れ
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
る
。
松
本
氏
の
試
み
は
'

そ
う
し
た
力
を
伸
ば
す
営
み
で
あ
る
。

こ
の
実
践
を
通
じ
て
松
本
氏
は
「
r
羅
生
門
』
を
通
し
て
学
習
者

が
得
る
こ
と
の
で
き
る
観
点
」
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。
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O
「
作
者
」
と
い
う
明
確
な
登
場
人
物
に
よ
っ
て
「
語
り
方
」
に

注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
　
(
方
法
へ
の
接
近
)

O
「
作
者
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
物
語
内
容
へ
の
批
評
意
識
の
読

み
取
り
に
近
づ
け
る
　
(
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
接
近
)

○
批
評
視
点
が
自
己
評
価
へ
と
及
ぶ
こ
と
で
小
説
の
与
え
る
読
者

へ
の
影
響
を
考
え
る
入
口
に
立
て
る
(
自
己
へ
の
接
近
)

そ
の
上
で
氏
は
　
「
文
学
作
品
そ
の
も
の
を
読
み
解
-
と
同
時
に
へ

そ
の
r
羅
生
門
A
を
解
釈
す
る
自
分
を
批
評
し
な
が
ら
読
む
と
い
う

二
重
の
目
的
」
を
設
定
す
る
こ
と
の
蛮
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
松
本
氏

の
提
案
に
あ
っ
て
は
'
対
他
者
と
い
う
こ
と
を
経
て
'
対
自
分
と
い

う
と
こ
ろ
に
進
ん
で
い
-
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
点
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
そ
の
営
み
の
な
か
で
'
生
徒
各
自
に
'
自
己
内
の
対
話
・
葛

藤
が
い
ざ
な
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
r
作
者
j
の
批
評
態
度
」
を
探
り
へ
　
そ
の
こ
と
で
得
た
ス
タ
ン
ス

を
保
持
し
な
が
ら
へ
語
ら
れ
た
「
物
語
内
容
」
を
捉
え
て
い
-
こ
と

が
'
松
本
氏
の
言
う
「
二
重
」
　
の
目
的
意
識
を
学
習
者
の
う
ち
に
育

む
。
そ
の
こ
と
が
読
者
と
し
て
自
立
す
る
た
め
の
大
切
な
条
件
と
な

る
の
だ
。

4
　
r
内
的
主
体
性
」
を
立
ち
上
げ
る
文
学
の
授
業

出
雲
俊
江
氏
は
'
「
教
室
を
現
実
の
中
に
お
-
試
み
-
内
的
主
体

性
を
立
ち
上
げ
る
た
め
に
-
し
に
お
い
て
'
「
内
的
主
体
性
」
を
保

ち
続
け
る
た
め
の
営
み
が
文
字
教
育
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し

た
。
出
雲
氏
は
「
山
椴
魚
」
(
井
伏
鱒
二
)
の
授
業
を
試
み
る
に
あ
た
っ

て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

勤
務
校
の
生
徒
ら
が
'
彼
ら
の
生
活
の
中
か
ら
受
け
取
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
乏
し
-
'
驚
-
ほ
ど
表
面
的
で
あ
る
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
受
け
取
り
の
貧
困
は
'
生
徒
に
は
社
会
の
大
き
な
枠
組
み
だ

け
し
か
見
え
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
'
そ
の
社

会
の
枠
組
み
の
中
で
'
無
力
感
を
抱
き
つ
つ
生
き
る
生
徒
自
身
に
、

自
己
の
存
在
感
や
力
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
は
'

そ
の
た
め
に
文
学
と
文
学
の
授
業
は
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
。
(
中

略
)
文
学
作
品
に
触
れ
へ
作
者
が
目
に
見
え
る
モ
ノ
を
介
し
て
語

る
作
者
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
'
生
徒
自
身
が
'
周
囲

の
モ
ノ
か
ら
そ
の
背
後
の
意
味
や
関
係
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
た
め
の
貴
重
な
練
習
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
記
述
の
な
か
に
'
出
雲
氏
の
文
学
教
育
に
対
す
る
思

い
が
浮
か
び
あ
が
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
「
自
己
の
存
在
感
や
力
」
を
生

徒
に
感
じ
さ
せ
る
働
き
を
文
学
の
授
業
が
担
う
の
だ
と
す
る
見
解
で

E
S
S
lこ

の
こ
と
は
'
な
ぜ
文
学
教
育
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
い
を
問

う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
生
徒
の
皆
が
皆
'
生
涯
に
わ
た
っ
て
文

学
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
へ
　
卒
業
し
て
し
ま
え

ば
小
説
を
読
む
こ
と
の
な
い
生
徒
は
い
-
ら
で
も
い
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
出
雲
氏
の
「
山
枇
魚
」
　
の
授
業
は
'
小
説
の
読
者
を
育
て
る

ilK



こ
と
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
周
囲
の
モ
ノ
か
ら
そ
の
背
後

の
意
味
や
関
係
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
貴
虫
な
練
習
し

の
た
め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
'
出
雲
氏
の
場
合
へ
　
「
山
椴
魚
」
と
い
う

小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
'
小
説
を
用
い
て
'
高

校
生
の
「
内
的
主
体
性
」
を
立
ち
上
が
ら
せ
て
い
こ
う
と
い
う
意
図

性
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
'
「
未
来
」
を
生
き
て
い
-
力
を
育
ん
で
い

こ
う
と
す
る
へ
教
師
と
し
て
の
強
い
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

5
　
お
わ
り
に

三
氏
の
提
案
に
共
通
す
る
の
は
'
い
ず
れ
も
文
学
の
授
業
に
お

い
て
「
自
己
」
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
.
作
品
に
触
れ
て
'
自
ら
が
抱
い
た
感
想
な
り
意
見
を
教
師
や
友

人
と
交
流
し
へ
　
そ
の
上
で
再
び
そ
れ
を
自
身
の
問
題
と
し
て
引
き
受

け
て
い
-
。
そ
の
過
程
で
'
他
な
ら
ぬ
自
身
と
の
対
話
・
葛
藤
が
営

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
'
三
氏
の
実
践
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
文
学
作
品
を
用
い
て
営
ま
れ
る
授
業
が
な
ぜ
必
要
な
の

か
'
何
を
め
ざ
し
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
三
氏
の
提
案
は

そ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
'
「
文
字
作
品
」
を
介
し
て
ど
の
よ
う
な

学
び
が
子
ど
も
の
う
ち
に
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
'
文
学
教

育
を
進
め
る
私
た
ち
は
考
え
て
行
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
研

究
協
議
に
登
壇
し
て
い
た
だ
い
た
三
氏
は
い
ず
れ
も
'
「
文
学
作
品
」

を
読
ん
で
'
感
想
や
意
見
を
交
流
す
る
過
程
で
'
一
人
1
人
の
生
徒

の
う
ち
に
育
つ
も
の
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
作
品
に

触
れ
て
生
徒
た
ち
が
抱
い
た
こ
と
を
'
表
現
す
る
手
だ
て
を
工
夫
し

な
が
ら
表
現
さ
せ
'
交
流
し
へ
考
え
-
と
い
っ
た
活
動
を
繰
り
返
し

営
む
こ
と
で
'
世
界
を
理
解
し
'
解
釈
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
生

徒
た
ち
の
内
に
形
成
さ
れ
る
。
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
長
い
時
間
を
か

け
て
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ
.
る
が
'
文
学
作
品
を
読

み
へ
考
え
'
話
し
合
う
こ
と
を
通
し
て
か
た
ち
づ
-
ら
れ
る
も
の
で

も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
文
学
教
育
の
「
未
来
」
は
'
そ
の
よ
う

な
営
み
を
継
続
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
広
島
大
学
)
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