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今，文学を学ぶということ
特 集

　

文
学
の
授
業
さ
え
な
け
れ
ば
ど
ん
な
に
楽
か
！

と
思
わ
な
か
っ
た
国
語
教
師
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

い
っ
そ
ハ
ウ
ツ
ー
本
で
ネ
タ
を
探
そ
う
か
？　

国わ
た
し
た
ち

語
教
師
は
今
日
も
葛
藤
し
つ
つ
、
あ
て
ど
な
さ
、

そ
ら
恐
ろ
し
さ
、
畏
れ
を
胸
に
、
教
室
に
向
か
う
。

　
「
高
瀬
舟
」
を
一
読
後
、
教
室
の
空
気
は
一
変

す
る
。
重
い
何
か
を
無
理
矢
理
に
呑
み
込
ま
さ
れ

た
よ
う
な
顔
で
、
生き
み
た
ち徒

は
イ
ン
ク
の
し
み
か
ら
何

を
受
け
取
っ
て
い
る
の
か
。「
お
奉
行
様
に
き
い

て
み
た
く
て
な
ら
な
か
っ
た
」
羽
田
庄
兵
衛
と
同

じ
ま
な
ざ
し
で
。
そ
の
前
で
ど
ん
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が

役
に
立
と
う
か
。
た
だ
一
つ
、
目
を
凝
ら
し
口
を

噤つ
ぐ

み
「
言
葉
」
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
の
他
に
。

　

文
学
と
は
特
殊
な
一
回
性
に
生
き
る
「
人
」
に

よ
る
、
安
穏
と
生
き
る
「
私
」
へ
の
揺
る
が
し
と

問
い
か
け
で
あ
る
。
二
度
と
回
帰
し
な
い
、
二
人

と
し
て
同
じ
で
な
い
生
き
た
「
言
葉
」
が
、
逆
説

的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
を
結
び
付
け
る
。

　
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
な
ど
で
は
な
い
、
今

も
美
と
正
義
の
間
に
喘あ
え

ぐ
心
の
疼
き
に
寄
り
添

う
。
帰
省
こ
そ
一
番
の
「
盆
土
産
」
な
の
に
、
さ

よ
な
ら
代
わ
り
の
「
え
ん4

び
フ
ラ
イ
」
に
笑
っ
た

後
、
切
な
す
ぎ
る
と
つ
ぶ
や
く
。「
メ
ロ
ス
」
を

半
ば
馬
鹿
に
し
、
半
ば
感
動
し
照
れ
る
自
分
に
赤

面
す
る
。
生き
み
た
ち徒

は
別
世
界
に
没
入
し
、
微
か
な
違

和
に
感
応
し
、
真
正
な
問
い
か
け
に
沈
黙
し
、
全

生
活
経
験
を
か
け
て
応
え
る
。
イ
ン
ク
の
し
み

は
情
感
を
湛
え
て
受
肉
し
、
教
室
を
揺
る
が
す
。

国わ

れ

わ

れ

語
教
師
は
文
学
と
生き
み
た
ち徒

が
切
り
結
ぶ
場
と
な
る

「
問
い
」
を
胸
に
、
こ
こ
ぞ
と
発
す
る
瞬と

間き

を
う

か
が
う
。

　

か
く
て
「
金
持
ち
な
の
か
貧
乏
な
の
か
？
」
の

問
い
は
無
意
識
の
欺
瞞
を
、「
な
ぜ
犬
じ
ら
し
の

説
明
を
？
」の
対
話
が
社
会
の
桎し
っ

梏こ
く

を
、「
ど
き
ん
」

と
「
ど
き
っ
」
の
た
っ
た
一
字
の
差
異
が
わ
ず
か

残
る
「
希
望
」
の
あ
り
よ
う
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

「
故
郷
」
を
離
れ
る
語
り
手
の
瞼
の
裏
に
浮
か
ぶ

「
月
下
の
道
」
は
、
も
は
や
生き
み
た
ち徒

に
と
っ
て
遠
い

世
界
の
他こ

と
人
事
で
な
い
。
中
学
生
と
い
う
軛く
び
きの
下

で
今
を
生
き
る
「
私
」
そ
れ
ぞ
れ
の
表
象
と
し
て
、

確
か
な
輪
郭
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

も
し
独
り
で
そ
ん
な
言
語
体
験
が
可
能
な
ら

「
文
学
の
授
業
」
な
ど
い
ら
な
い
。
国わ
た
し
た
ち

語
教
師
が

す
が
れ
る
偶
像
は
何
も
な
い
。
生き
み
た
ち徒

は
頭
で
こ
し

ら
え
ら
れ
た
万
遍
な
い
正
解
な
ど
求
め
て
い
な
い
。

生
き
る
真
実
と
の
出
会
い
を
求
め
て
い
る
。

　

文
学
こ
そ
実
学
で
あ
る
。
個
々
の
「
私
」
が
現い

実ま

こ
こ
に
生
き
る
真リ
ア
リ
テ
ィ

剣
勝
負
。
魂
と
の
や
り
と
り
。

一
期
一
会
の
「
場
」。
国わ
た
し
た
ち

語
教
師
は
お
し
ゃ
べ
り

人ロ
ボ
ッ
ト形

を
造
り
た
い
の
で
は
な
い
。
真
率
な「
言
葉
」

に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
言
葉
の
奥
に
「
人
」
を
感
得
し
、

共
に
生
き
る
「
私
」
を
育
て
た
い
、
そ
の
微
か
な

「
希
望
」
─
─
否い
な

。
大
い
な
る
「
志
」
を
胸む

底ね

に
、

今
日
も
国わ

れ

わ

れ

語
教
師
は
文
学
を
授
業
す
る
教
室
へ
の

「
道
」
を
歩
ん
で
ゆ
く
。
独
り
で
な
い
と
信
じ
て
。

読
み
合
っ
た
。
自
分
は
読
み
流
し
た
言
葉
に
意
外

な
良
さ
を
見
い
だ
す
友
人
、
気
に
留
め
な
か
っ
た

登
場
人
物
が
好
き
だ
と
熱
く
語
る
友
人
、
さ
り
げ

な
い
表
現
に
着
目
し
て
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
友
人
。

自
分
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
方
に
驚
き
、

本
文
を
読
み
返
し
、
確
か
に
そ
う
だ
と
納
得
し
な

が
ら
、
物
語
を
読
み
深
め
て
い
っ
た
。
一
人
で
読

ん
で
も
お
も
し
ろ
い
け
れ
ど
、
み
ん
な
で
読
む
と

も
っ
と
お
も
し
ろ
い
。
一
つ
一
つ
の
良
さ
が
積
み

重
な
り
、
作
品
全
体
の
良
さ
が
じ
わ
じ
わ
と
感
じ

ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
間
で
あ
っ
た
。

　

文
学
作
品
で
は
一
人
一
人
が
独
自
の
発
見
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
に
そ
れ
ぞ
れ
の
発
見
が

集
ま
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
れ
を
認
め
合

い
学
び
合
う
空
気
が
自
然
と
生
ま
れ
て
く
る
。
テ

ス
ト
の
点
数
に
表
れ
る
よ
う
な
優
越
感
も
劣
等
感

も
生
じ
な
い
。
友
達
の
読
み
方
に
感
心
し
た
り
共

感
し
た
り
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
作
品
の
世
界
を

味
わ
う
。
教
室
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
穏
や
か
な
時

　

五
月
、
ま
だ
人
間
関
係
が
不
安
定
な
一
年
生
の

教
室
で
一
編
の
物
語
を
読
ん
だ
。
同
じ
中
学
一
年

生
の
日
常
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
は
作
品

を
一
読
し
、
一
人
一
人
、
自
分
が
良
い
と
思
っ
た

と
こ
ろ
を
説
明
す
る
短
い
文
章
を
書
い
た
。
こ
の

作
品
を
気
に
入
っ
た
生
徒
ば
か
り
で
な
く
、「
お

も
し
ろ
く
な
い
」
と
き
っ
ぱ
り
言
う
子
も
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
話
だ
」
と
言
う
子
も
い
る
。
確
か
に

派
手
な
展
開
は
な
く
、
主
人
公
も
格
好
い
い
タ
イ

プ
で
は
な
い
。
結
末
も
は
っ
き
り
し
な
い
。「
さ

ま
ざ
ま
な
感
想
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
、
何
か
し

ら
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
説
明
し
て
ね
。
こ
の

人
物
は
好
き
、
こ
の
言
葉
の
使
い
方
は
良
い
な
、

こ
の
せ
り
ふ
に
ぐ
っ
と
き
た
。
心
情
の
描
き
方
で

印
象
に
残
っ
た
と
こ
ろ
。
こ
の
情
景
描
写
が
す
て

き
だ
。
テ
ー
マ
や
主
題
に
つ
い
て
書
く
の
も
い
い

で
す
ね
」。

　

自
分
が
見
つ
け
た
良
さ
を
説
明
す
る
文
章
を
全

員
が
書
き
上
げ
、
そ
れ
を
印
刷
し
て
、
み
ん
な
で

間
が
流
れ
て
い
く
。
生
徒
た
ち
は
作
品
に
つ
い
て

語
り
な
が
ら
自
分
の
価
値
観
を
語
り
、
作
品
の
良

さ
に
出
会
い
な
が
ら
友
達
の
意
外
な
一
面
に
出
会

う
。
初
め
は
「
お
も
し
ろ
く
な
い
」
と
頬
杖
を
つ

い
て
い
た
生
徒
も
、
友
達
の
文
章
と
本
文
に
線
を

引
い
た
り
自
分
の
考
え
を
書
き
込
ん
だ
り
し
な
が

ら
読
ん
で
い
た
。

　

他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
自
立
的
に
読
ん
で
い

る
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
の
読
む
力
が
育
っ
て
い

る
と
感
じ
る
。
一
人
で
読
み
一
人
で
考
え
、
そ
れ

を
他
者
に
向
け
て
表
現
し
共
に
考
え
、
ま
た
一
人

で
読
む
。
他
者
に
語
る
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
、

他
者
と
共
に
学
ぶ
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
し
、
さ

ら
に
自
分
の
日
々
の
生
活
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ

う
な
授
業
、
人
と
人
が
つ
な
が
る
こ
と
で
自
分
の

生
き
方
を
見
つ
め
る
よ
う
な
文
学
の
授
業
を
、
こ

れ
か
ら
も
目
ざ
し
て
い
き
た
い
。

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
中
学
校
教
諭
　
数か

ず

井い

千ち

春は
る

山
口
県
美
祢
市
立
於
福
中
学
校
教
頭
　
川か

わ

口ぐ
ち  

寛ひ
ろ
し

一
人
と
一
人
を
つ
な
ぐ
文
学
の
授
業

生
き
る
真
実
と
出
会
う
場

実
践
者
の

　   
言
葉
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勇
気
、
挑
戦
す
る
心
、
夢
を
描
く
こ
と
、
諦
め

な
い
心
、
多
様
な
考
え
の
他
者
と
共
に
生
き
て
い

く
力
。
そ
の
土
台
を
つ
く
る
の
が
文
学
の
授
業
だ
。

文
学
は
生
活
で
利
益
に
つ
な
が
ら
な
い
、
そ
れ
は

短
絡
的
だ
。文
学
の
授
業
で
学
ん
だ
思
考
力
、培
っ

た
感
性
や
情
緒
、
心
の
強
さ
が
人
生
の
基
礎
力
と

な
る
の
だ
。
物
語
の
基
本
型
は
「
ゆ
き
て
か
え
り

し
」
だ
。
人
生
一
度
だ
が
、
読
ん
だ
だ
け
そ
れ
を

追
体
験
で
き
る
。

　

授
業
は
音
読
指
導
か
ら
始
め
る
。
全
員
が
、
声

に
出
し
て
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
す
る
。

　

次
に
設
定
を
扱
う
。
登
場
人
物
・
場
所
・
時
な

ど
。
設
定
を
問
う
だ
け
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
の
授
業
、
討
論
の
授
業
に
な
る
教
材
も
あ
る
。

例
え
ば
、
二
年
「
字
の
な
い
葉
書
」（
向
田
邦
子
）

の
授
業
。
発
問
「
い
つ
の
お
話
で
す
か
」。
指
示

１
「
ノ
ー
ト
に
書
き
な
さ
い
」。
指
示
２
「
お
隣

と
話
し
合
い
な
さ
い
」。
続
け
て
、
教
室
全
体
で

発
表
し
合
う
。
意
見
が
一
つ
で
は
な
い
と
、
生
徒

は
わ
か
る
。
私
は
、
教
師
が
指
名
を
せ
ず
生
徒
が

次
々
に
立
っ
て
発
表
す
る
「
指
名
な
し
発
表
」
の

方
法
を
四
月
か
ら
続
け
る
。
生
徒
に
、
主
体
的
に

授
業
に
関
わ
ら
せ
た
い
か
ら
だ
。

　

場
所
を
問
う
発
問
、
人
物
の
関
係
図
作
成
に

よ
っ
て
討
論
を
重
ね
て
い
く
。
そ
の
後
、発
問「
中

心
人
物
は
誰
で
す
か
」。
主
発
問
で
あ
る
。「
父
」

派
、「
末
の
妹
」
派
、「
私
」
派
に
分
か
れ
る
。「
私
」

派
が
な
い
年
も
あ
る
。
中
心
人
物
の
検
討
を
し
つ

つ
主
題
に
迫
る
。

　

討
論
の
前
に
は
指
導
の
工
夫
が
必
要
だ
。
生
徒

全
員
の
ノ
ー
ト
を
見
て
丸
を
付
け
る
。
こ
れ
は
、

自
分
の
考
え
と
理
由
を
書
け
た
と
い
う
丸
だ
。
書

け
な
い
生
徒
は
前
に
集
め
て
考
え
を
引
き
出
し
た

う
え
で
、「
そ
れ
を
書
け
ば
良
い
の
で
す
よ
」
と

言
っ
て
、
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
。
討
論
も
、
教
師

が
指
名
し
な
い
「
指
名
な
し
討
論
」
だ
。
生
徒
だ

け
で
討
論
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
指

導
技
術
と
教
師
の
授
業
力
を
必
要
と
す
る
。

　

討
論
後
、
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
自
分
の
考
え

を
書
か
せ
る
。
授
業
で
は
答
え
を
一
つ
に
決
め
ず
、

オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
考
え
る
主

題
は
違
っ
て
良
い
。
大
切
な
の
は
自
分
の
考
え
を

も
ち
、
言
葉
に
で
き
る
こ
と
。
他
の
人
に
伝
え
、

話
し
合
え
る
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
、
物
語
に
描
か

れ
た
人
生
の
追
体
験
が
あ
る
。
上
記
の
発
問
で
そ

れ
ぞ
れ
一
時
間
の
授
業
に
な
る
。

　

文
学
を
読
む
視
点
（
イ
メ
ー
ジ
、
登
場
人
物
、

人
物
関
係
、
作
品
の
構
成
、
事
件
、
キ
ー
ワ
ー
ド
、

題
材
、
モ
チ
ー
フ
な
ど
）
を
教
え
、
討
論
す
る
授

業
。
そ
れ
は
、
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
読
み
考
え
る
、

創
造
的
・
論
理
的
思
考
と
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
の
伸
張
が
期
待
さ
れ
る
。
文
学

の
授
業
は
、
行
動
の
源
と
な
る
感
情
、
感
性
、
情

緒
を
磨
く
。
今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
ろ
う
。

た
り
、
文
章
の
中
か
ら
適
切
な
箇
所
を
探
し
た
り
、

子
ど
も
ど
う
し
で
読
み
の
交
流
を
さ
せ
た
り
、
短

い
物
語
の
創
作
を
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
手
立
て
を
考
え
て
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
私
が
何
よ
り
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

学
習
し
た
基
本
的
な
読
み
方
に
つ
い
て
振
り
返
る

時
間
を
、
文
学
の
単
元
ご
と
に
し
っ
か
り
取
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
読
み
方
で
、
ど
の
文

学
作
品
の
読
み
も
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
子
ど
も

た
ち
に
実
感
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

し
な
い
と
、
せ
っ
か
く
身
に
つ
け
た
読
み
方
が
、

特
定
の
文
学
作
品
に
対
し
て
し
か
通
用
し
な
い
も

の
だ
と
子
ど
も
た
ち
が
思
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後

の
読
書
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

桑
原
武
夫
は
『
文
学
入
門
』（
岩
波
書
店
）
の

中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
人
生
は
あ
く
ま
で
合
理
的
に
生
き
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
人
生
を
充
実
し
た
、
よ
り
よ
き
も
の

と
す
る
た
め
に
は
、
理
性
と
知
識
の
み
で
は
足
り

　

私
が
文
学
の
授
業
で
目
ざ
し
て
い
る
の
は
、
文

学
的
な
文
章
（
こ
こ
で
は
特
に
小
説
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
）
の
読
み
方
を
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ

け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
説
明
的
な
文
章
と
同
様

に
、
文
学
に
も
基
本
的
な
読
み
方
が
あ
る
と
私
は

考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
文
学
を
よ
り
深
く
、
豊
か
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
私
が
言
っ
て
い
る
文
学
の
読
み
方
と
は

特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
教
科

書
巻
末
折
込
の「
文
学
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
観
点
、「
語
り
手
」「
構
成
」

「
場
面
」「
登
場
人
物
の
設
定
」「
登
場
人
物
の
心

情
」
に
つ
い
て
意
識
し
な
が
ら
作
品
を
読
み
、
一

つ
一
つ
丁
寧
に
捉
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
授
業
で
教
え
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
観
点
を

意
識
し
て
読
ん
だ
こ
と
で
、「
文
学
の
読
み
が
変

わ
っ
た
」「
新
し
い
も
の
が
見
え
て
き
た
」
と
子

ど
も
た
ち
が
実
感
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
、
説
明
や
発
問
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え

ず
、
さ
ら
に
人
生
に
感
動
し
う
る
心
が
不
可
欠
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
文
学
こ
そ
、
そ
う
し
た
も
の
を

養
成
す
る
の
に
最
も
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。」

　

文
学
が
私
た
ち
の
人
生
に
も
た
ら
す
価
値
に
つ

い
て
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど

も
た
ち
に
は
授
業
の
中
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活

に
お
い
て
も
た
く
さ
ん
の
名
作
に
触
れ
て
ほ
し
い

と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
、
授
業
で
学
習
し

た
読
み
方
を
実
践
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

　

彼
ら
が
自
分
た
ち
の
力
で
読
書
生
活
を
豊
か
な

も
の
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
き
、
私
の
目
ざ
す
文
学
の
授
業
は
完
成

す
る
。

愛
知
県
春
日
井
市
立
尾
東
中
学
校
教
諭
　
白し

ら

木き  

圭け
い

北
海
道
小
樽
市
立
向
陽
中
学
校
教
諭
　
山や

ま

本も
と

雅ま
さ

博ひ
ろ

日
常
生
活
に
生
き
る
読
み
を

他
者
と
の
討
論
で
読
む


