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抽
象
的
思
考
に
つ
な
げ
る
文
学
教
材
指
導

若
松
伸
哉

特
集
　
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

一　

文
学
教
材
を
扱
う
目
標

　

高
等
学
校
に
限
ら
ず
小
中
学
校
も
含
め
た
国

語
教
育
に
お
い
て
、
文
学
教
材
を
扱
っ
た
場
合
、

そ
の
主
人
公
や
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る

こ
と
が
大
き
な
目
標
の
一
つ
と
な
る
。
場
面
ご

と
の
人
物
の
心
情
を
読
み
取
り
つ
つ
、
最
終
的

に
は
作
品
一
篇
の
な
か
で
の
主
要
登
場
人
物
の

心
情
変
化
を
理
解
し
、
追
体
験
す
る
こ
と
が
児

童
や
生
徒
に
は
求
め
ら
れ
る
。
記
述
の
な
か
に

空
白
が
多
く
、
比
喩
表
現
な
ど
に
よ
っ
て
登
場

人
物
の
心
情
を
表
そ
う
と
す
る
文
学
作
品
を
読

む
に
あ
た
っ
て
、
書
か
れ
た
言
葉
の
な
か
か
ら

人
物
の
心
情
を
復
元
し
読
む
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
重
要
な
学
習
課
題
で
あ
り
、
直
接
的
に

物
事
を
表
す
機
能
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
の
言
語

の
姿
だ
け
で
な
く
、
言
葉
の
つ
ら
な
り
が
一
人

の
人
間
を
、
そ
し
て
一
つ
の
世
界
を
構
築
し
て

い
く
と
い
う
言
語
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力

を
感
じ
る
た
め
に
も
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　

高
校
に
お
け
る
国
語
教
材
に
お
い
て
い
わ
ゆ

る
〈
定
番
〉
と
な
っ
て
い
る
近
代
文
学
作
品
に
、

主
要
登
場
人
物
の
心
情
が
大
き
く
変
化
す
る
小

説
が
多
い
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
以
上
の
よ
う

な
事
情
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

二　
〈
他
者
〉
の
問
題

　

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
は
高
校
国
語
教
科

書
に
お
い
て
圧
倒
的
な
掲
載
率
を
誇
る
、
定
番

中
の
定
番
と
い
え
る
文
学
教
材
だ
が
、
仕
事
を

失
っ
た
下
人
を
主
人
公
に
、〈
飢
え
死
に
か
盗

み
か
〉
と
い
う
倫
理
的
な
命
題
を
軸
と
し
て
、

主
人
公
の
心
情
変
化
を
追
い
、〈
エ
ゴ
イ
ズ
ム
〉

の
問
題
に
触
れ
て
終
わ
る
の
が
従
来
の
一
般
的

な
授
業
の
方
向
性
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
文
学
教
材
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

主
人
公
の
心
情
変
化
を
追
う
だ
け
で
な
く
、
そ

の
心
情
変
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
存
在
と

し
て
〈
他
者
〉
の
問
題
を
考
え
て
み
る
の
も
大

き
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
に
お
い

て
も
心
情
変
化
が
閉
じ
た
個
人
の
な
か
で
起
こ

る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
心
情
を

リ
ア
ル
に
描
こ
う
と
す
る
文
学
作
品
で
も
同
様

で
あ
る
。「
羅
生
門
」
で
い
え
ば
、
下
人
の
心

情
変
化
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
す
の
は
否
定
的

な
存
在
と
し
て
登
場
す
る
老
婆
で
あ
る
し
、
中

島
敦
「
山
月
記
」
で
は
友
人
・
袁
傪
と
の
対
話

が
、
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
で
は
Ｋ
と
の
関
係

が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
の
心
情
変
化
に
大
き
く

関
連
し
て
い
る
。

　

こ
の
〈
他
者
〉
は
人
間
と
は
限
ら
な
い
。
引

き
続
き
定
番
教
材
に
即
し
て
言
え
ば
、
志
賀
直

哉
「
城
の
崎
に
て
」
で
は
目
撃
す
る
昆
虫
や
小

動
物
（
の
死
）
が
、
主
人
公
の
心
情
に
大
き

な
変
化
を
も
た
ら
す
し
、
太
宰
治
「
富
嶽
百

景
」
で
は
富
士
山
と
い
う
自
然
が
、
や
は
り
主

人
公
の
心
情
に
大
き
く
関
係
し
て
く
る
。
定
番

と
な
っ
て
い
る
文
学
教
材
に
は
、
実
は
こ
の
よ
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文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

う
な
〈
他
者
〉
の
問
題
も
一
貫
し
て
見
出
せ
る

の
で
あ
る
。
閉
じ
た
〈
個
〉
で
は
な
く
、
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
〈
他
者
〉
の
網
の
目
の
な
か
で

存
在
す
る
人
間
の
在
り
方
。
ま
た
、
文
学
教
材

を
通
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
う
し
た
人

間
観
あ
る
い
は
世
界
観
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な

思
考
は
、
評
論
分
野
で
頻
出
す
る
〈
自
己
と
他

者
〉
の
問
題
を
含
め
た
抽
象
的
な
議
論
を
読
み

解
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

三　
〈
語
り
〉
を
考
え
る

　

も
う
一
つ
具
体
的
な
作
品
内
容
か
ら
出
発
し

て
抽
象
的
な
思
考
に
至
る
方
法
と
し
て
、
近
代

文
学
研
究
で
は
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
〈
語

り
〉
分
析
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
文
学
作
品
に

〈
語
り
〉
分
析
の
視
点
を
導
入
す
る
と
、
言
語

に
よ
る
さ
ら
に
複
雑
な
世
界
観
の
構
築
の
様
相

が
ほ
の
見
え
て
く
る
。

　
「
羅
生
門
」
は
下
人
の
心
情
の
推
移
が
非
常

に
わ
か
り
や
す
く
描
か
れ
る
が
、
そ
の
物
語
を

0
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て
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の
か
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。
そ
れ
は
〈
語
り

手
〉
と
い
う
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て

注
意
し
て
「
羅
生
門
」
本
文
を
見
て
み
る
と
、

〈
飢
え
死
に
か
盗
み
か
〉
と
い
う
問
題
を
提
示

し
て
い
る
の
は
、
下
人
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、

下
人
の
心
中
を
語
る
（
よ
う
に
見
せ
て
い
る
）

語
り
手
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
羅
生
門
」
の
語

り
手
は
、
冒
頭
近
く
で
自
ら
「
作
者
」
と
名
乗

り
出
る
よ
う
な
過
剰
な
振
る
舞
い
を
行
う
存
在

で
も
あ
る
。
下
人
の
心
情
の
推
移
を
代
弁
的
に

語
る
よ
う
な
体
裁
を
も
ち
つ
つ
、〈
飢
え
死
に

か
盗
み
か
〉
と
い
う
倫
理
的
な
問
い
を
読
者
に

提
示
す
る
こ
と
に
、
こ
の
語
り
手
の
偏
向
性
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
末
尾
に
つ
い
て
も
、
今

後
の
下
人
の
行
方
を
曖
昧
に
し
な
が
ら
、
そ
の

実
、〈
盗
み
〉
を
決
意
し
た
下
人
を
強
く
喚
起

さ
せ
る
意
図
的
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

自
分
の
価
値
観
を
強
く
読
者
に
押
し
つ
け
て

い
る
こ
の
語
り
手
の
姿
は
例
え
ば
、「〈
飢
え
死

に
か
盗
み
か
〉
の
価
値
観
を
本
当
に
も
っ
て
い

る
の
は
誰
か
？
」
と
い
う
発
問
の
ほ
か
、「
作

者
」
の
作
中
へ
の
登
場
、「
下
人
が
雨
や
み
を

待
っ
て
い
た
」
と
い
う
記
述
へ
の
自
己
言
及
、

フ
ラ
ン
ス
語
「Sentim

entalism
e

」
を
平
安

朝
の
物
語
に
使
う
等
、
語
り
手
で
あ
る
「
作

者
」
が
、
自
在
に
そ
し
て
恣
意
的
に
物
語
世
界

を
語
る
箇
所
が
小
説
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る

点
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
も
浮
か
び
上
が
る
。

　

物
語
を
〈
語
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手

が
必
ず
読
み
手
と
い
う
〈
他
者
〉
を
想
定
し
て

行
う
極
め
て
対
他
的
な
意
識
の
強
い
戦
略
的
な

行
為
で
も
あ
る
。「
羅
生
門
」
の
物
語
世
界
は
、

「
作
者
」
を
名
乗
る
語
り
手
に
よ
っ
て
大
き
く

操
作
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四　

具
体
的
理
解
か
ら
抽
象
的
思
考
へ

　

こ
の
よ
う
に
、
物
語
世
界
は
基
本
的
に
一
人

の
語
り
手
に
よ
っ
て
か
た
ど
ら
れ
表
現
さ
れ
る

世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
語
り
で
あ
る
一
人

称
小
説
で
あ
れ
、
客
観
的
な
視
点
を
装
う
三
人

称
小
説
で
あ
れ
、
原
理
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

物
語
は
語
り
方
に
よ
っ
て
大
き
く
世
界
が
変
わ

る
の
で
あ
り
、
世
界
の
創
出
と
そ
の
多
様
性
・

相
対
性
の
問
題
が
そ
こ
に
は
現
れ
る
。
ス
ト
ー

リ
ー
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
物
語
を
ど
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
を
指
し
示
す
機
能
的
な
ツ
ー
ル

と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
言
語
―
そ
し
て
語
る

と
い
う
行
為
―
に
よ
る
世
界
の
認
識
や
構
築
に

関
す
る
非
常
に
豊
か
で
興
味
深
い
機
構
へ
思
考

を
め
ぐ
ら
す
入
口
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

内
容
を
確
認
す
る
だ
け
の
文
学
教
材
の
授
業

で
は
、
生
徒
に
と
っ
て
も
取
り
組
み
が
難
し
い
。

授
業
の
な
か
で
文
学
作
品
読
解
を
具
体
的
な
出

発
点
と
し
て
、
文
学
以
外
に
も
連
動
し
て
い
く

よ
う
な
、
よ
り
深
い
人
間
・
世
界
・
言
語
に
つ

い
て
の
抽
象
的
な
思
考
を
生
徒
た
ち
に
も
体
験

さ
せ
る
構
え
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
わ
か
ま
つ 

し
ん
や
・
愛
知
県
立
大
学
）




