
●
解
題
　
大
槻
和
夫
先
生
　
-
　
E

授
業
論

授
業
に
つ
い
て
の
基
本
的
問
題

大

愛
媛
大
学
　
三
　
浦
　
和
　
尚

槻
和
夫
先
生
の
授
業
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ

た
り
、
「
授
業
の
二
側
面
を
ふ
ま
え
て
」
　
　
は
、

象
徴
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
論
稿
は
'
「
『
よ
い
授
業
の
条
件
』
　
と
は

何
か
」
と
い
う
課
題
に
答
え
た
'
わ
ず
か
五
百
七
十

字
の
小
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
大
槻
先
生
は
'
授

業
の
二
つ
の
側
面
を
'

①
子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
能
動
的
に
教
材
に
た

ち
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
仕
組
ん
で

い
く
こ
と

②
子
ど
も
た
ち
が
自
主
共
同
の
集
団
生
活
を
せ

ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
仕
組
ん
で
い
-
こ
と

と
'
提
示
さ
れ
て
い
る
。

極
め
て
単
純
な
問
い
か
け
に
'
わ
ず
か
の
字
数

で
答
え
る
と
い
う
困
難
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
に
'
大
槻
先
生
の
基
本
的
な
考
え
方
が
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
基
礎
学
力
の
と
ら
え
方
と
そ
の
形
成
-
早

元
学
習
の
何
を
生
か
す
か
-
」
　
(
」
)
　
で
は
、

「
国
語
科
の
授
業
の
原
則
」
と
し
て
'
先
の
二
側

面
の
内
容
に
加
え
て
、

・
日
本
語
そ
の
も
の
の
体
系
的
系
統
的
習
得
を

目
指
す
コ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、

(
中
略
)
言
語
活
動
と
認
識
活
動
の
結
び
つ

き
が
常
に
考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヽ
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0

-
V

・
学
習
の
過
程
を
通
し
て
習
得
さ
れ
て
い
-
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
学
力
が
、
要
素
的
に
分
析

さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ

れ
ら
が
構
造
的
関
連
的
に
統
合
さ
れ
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
こ
で
は
、
学
力
の
発
達
が
可
能
な
限

り
見
通
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

と
い
う
二
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る

「
認
識
活
動
」
「
学
力
の
分
析
」
「
学
力
の
発
達
」

と
い
う
視
点
は
、
大
槻
先
生
の
問
題
意
識
、
ま
た

研
究
内
容
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
主
体
的
能
動
的
」
　
な
学
習

「『主

体
的
能
動
的
』
　
な
学
習
」
　
と
い
う
お
考
え
は
、
単

元
学
習
を
理
論
的
に
支
え
る
論
稿
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
「
単
元
学
習
と
国
語
学
力
の
関
係
を
ヘ
　
ビ

う
考
え
る
か
」
　
(
4
0
)
　
で
は
、
「
形
式
的
操
作
主

義
・
技
能
主
義
国
語
教
育
」
を
'

①
い
わ
ゆ
る
言
語
能
力
・
技
能
主
義
的
国
語
教

育
に
は
、
認
識
能
力
と
結
び
つ
い
た
国
語
学

力
と
い
う
国
語
学
力
観
に
貫
か
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

②
い
わ
ゆ
る
言
語
能
力
・
技
能
主
義
的
国
語
教

育
に
は
'
社
会
的
能
力
と
し
て
の
言
語
能
力

と
い
う
国
語
学
力
観
が
不
十
分
で
は
な
い
か
。

③
そ
の
結
果
と
し
て
、
形
式
的
言
語
操
作
主
義

(
コ
ト
バ
主
義
)
　
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

④
い
わ
ゆ
る
言
語
能
力
・
技
能
主
義
的
国
語
教

育
に
お
い
て
と
ら
れ
る
教
科
単
元
は
'
学
習

者
の
真
に
主
体
的
能
動
的
学
習
活
動
を
成
り

立
た
せ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
、
厳
し
-
批
判
し
た
上
で
'
単
元
学
習
の
発
展

を
誼
わ
れ
た
o
先
生
は
、
認
識
力
の
発
達
を
含
め

た
「
人
間
的
発
達
の
総
体
の
中
で
国
語
の
学
力
の

発
達
を
は
か
っ
て
い
-
」
　
(
「
国
語
の
学
力
と
単
元

学
習
」
　
/
蝣
t
r
-
N
)
　
よ
う
な
国
語
学
習
を
目
指
さ
れ
て

い
る
。た

だ
へ
　
そ
の
際
へ
　
単
元
学
習
が
学
習
者
の
既
有

の
能
力
レ
ベ
ル
で
運
用
さ
れ
る
、
単
な
る
経
験
活

動
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
と

76



こ
ろ
で
あ
る
。
「
確
か
で
豊
か
な
国
語
力
の
育

成
-
活
動
主
義
的
国
語
科
授
業
の
閉
局
点
と
そ

の
克
服
-
」
　
(
S
)
　
で
は
、
四
項
目
の
提
案
が
あ

る
が
'
そ
の
う
ち
の
二
つ
は
「
『
活
動
』
　
さ
せ
て

い
る
だ
け
で
は
学
力
は
つ
か
な
い
」
「
『
指
導
』
を

恐
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
「
学
力
を
身
に
つ
け
る
」
と
い
う
根

本
的
な
課
題
に
つ
い
て
は
、
学
力
と
い
う
点
か
ら
は

『
達
成
目
標
を
明
確
に
し
た
国
語
科
授
業
改
造
入

門
』
　
(
5
)
　
に
結
実
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
た
め
の
指

導
の
方
法
と
し
て
は
'
「
わ
か
る
授
業
を
ど
う
作
る
か

(
こ
～
(
七
)
」
(
g
-
・
　
-
　
t
-
)
や
「
連
載
=
国

語
科
教
育
授
業
改
革
の
課
題
(
こ
～
(
十
二
)
」

1
.
0
0
　
　
-
S
h
)
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
『
主
体
的
能
動
的
』
な
学
習
」
と
い
う
考
え

方
は
'
「
『
お
も
し
ろ
-
な
い
授
業
j
を
『
お
も
し

ろ
い
授
業
』
　
へ
」
　
　
　
ォ
)
へ
　
「
「
苦
役
』
　
か
ら

冒
諒
』
　
へ
-
授
業
改
善
の
方
向
を
考
え
る
I
」

な
ど
'
「
た
の
し
い
」
と
い
う
言
葉
で
典
型
的

に
示
さ
れ
る
学
習
観
と
し
て
も
結
実
し
て
い
る
。

市
名
の
1
部
に
も
用
い
ら
れ
た
「
た
の
し
く
わ

か
る
」
は
'
単
純
な
言
葉
で
あ
る
が
、
大
槻
先
生

の
お
考
え
が
艮
-
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

集
団
的
な
学
習
過
程

集
団
的
な
学
習

過
程
に
つ
い
て
は
へ
　
「
学
習
集
団
の
研
究
」
　
(
1
)

を
始
め
と
す
る
、
学
習
集
団
に
関
す
る
研
究
(
吉

本
均
氏
ら
と
の
共
同
研
究
)
　
が
基
盤
に
な
っ
て
い

る
。
「
学
習
集
団
の
構
造
と
そ
の
指
導
過
程
」
(
s
)

で
は
'
授
業
を
「
教
授
=
学
習
過
程
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
陶
冶
=
訓
育
過
程
」
と
と
ら
え
へ
授
業

に
お
い
て
'
科
学
的
陶
冶
と
民
主
的
訓
育
と
を
統

1
さ
せ
て
い
-
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
「
学
習
集
団
に
よ
る
授
業
改
造
」

を
可
能
に
す
る
考
え
方
で
も
あ
る
。
そ
し
て
'
そ

う
い
う
授
業
を
具
現
化
す
る
方
法
と
し
て
「
集
団

思
考
の
深
化
と
組
織
化
の
た
め
の
「
指
導
言
」
の

分
析
」
　
(
3
)
　
で
は
、
発
間
を
中
心
と
す
る
「
指

導
言
」
　
の
重
要
性
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

大
槻
先
生
は
さ
ら
に
'
「
学
習
集
団
づ
く
り
と

学
習
内
容
-
真
の
学
習
の
成
立
を
め
ざ
し
て
-
」

(
ァ
)
　
で
、
「
人
間
の
認
識
活
動
(
研
究
や
学
習
)

は
'
人
間
の
実
践
(
客
観
的
世
界
に
対
す
る
は
た

ら
き
か
け
)
　
に
そ
の
源
泉
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
実
践
は
つ
ね
に
袋
団
的
社
会
的
な
性
格
を
も
っ

て
い
る
」
と
さ
れ
た
上
で
、
「
私
た
ち
は
な
ぜ
学
習
集

団
を
問
題
に
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
学
習
の
本
来
の

性
格
(
認
識
の
社
会
的
性
格
)
を
と
り
も
ど
し
、
人

と
人
と
を
結
び
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
の
学
習
を
回

復
し
た
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
単
元
学
習
」
に
お
け
る
「
学
習
集
団
」
の
問

題
は
、
い
ま
だ
に
本
格
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
右
の
著
述
に
着
日
す
れ

ば
'
両
者
が
別
個
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

基
盤
と
し
て
の
学
習
者
の
実
態
の
認
識

こ
う
い
っ
た
大
槻
先
生
の
授
業
に
つ
い
て
の
考

え
方
の
基
底
に
、
時
代
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の

現
状
を
鋭
-
見
抜
き
'
言
葉
の
問
題
と
し
て
と
ら

え
る
意
識
が
強
-
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
『
中
学
校
・
高
等
学

校
国
語
科
教
育
法
-
教
材
の
研
究
と
授
業
の
実

醍
-
』
　
(
3
)
　
で
は
、
「
人
権
感
覚
が
育
っ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
-
る
'
言
葉
と
思
考
の
ゆ
が
み
」

「
深
い
と
こ
ろ
で
相
互
に
か
か
わ
り
あ
い
へ
協
同

し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
の
希
薄
さ
か
ら
く
る
へ

行
動
や
言
葉
の
問
題
」
な
ど
十
項
目
に
わ
た
っ
て
、

学
習
者
の
言
葉
に
つ
い
て
の
課
題
が
的
確
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。

国
語
教
育
が
科
学
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
'
進
展

す
る
中
で
、
研
究
者
の
出
発
点
に
お
い
て
、
現
実

に
生
き
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
レ
ベ
ル
か
ら
課
題

を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
意
識
が
弱
-
な
り
つ
つ
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
大
槻
先
生
は
常
に
子
ど

も
た
ち
の
現
実
の
問
題
を
見
据
え
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
点
で
、
大
槻
先
生
の
授
業
諭
は
、
私
た
ち
が

目
指
す
国
語
科
授
業
と
同
様
に
、
子
ど
も
の
実
態

か
ら
出
発
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
碇
か

さ
が
信
頼
さ
れ
る
。
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