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題
　
大
槻
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夫
先
生
　
I
 
m

ド
イ
ツ
国
語
教
育
論
I
根
源
的
探
求
と
体
系
的
ア
プ
ロ
ー
チ
I

大
阪
教
育
大
学
　
土
　
山
　
和
　
久

基
本
姿
勢
を
固
め
る
、
周
到
な
準
備
段
階
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

1
 
9
世
紀
後
半
ド
イ
ツ
国
語
教
育
学
説
の
研
究

は
じ
め
に

大
槻
和
夫
先
生
の
ド
イ
ツ

国
語
教
育
論
研
究
は
'
ご
業
績
を
研
究
史
的
に
概

観
し
た
場
合
、
三
段
階
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

以
下
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
ご
業
抗
に
即
し

て
、
先
生
の
ご
研
究
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ

た
の
か
へ
　
そ
の
足
跡
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

日
独
国
語
教
育
交
渉
史
研
究

大
槻

先
生
の
ド
イ
ツ
国
語
教
育
論
研
究
の
出
発
点
は
、

「
保
科
孝
1
氏
の
ド
イ
ツ
国
語
教
育
掠
取
の
態
度
」

(
c
o
¥
　
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
明
治
・
大

正
期
の
保
科
に
よ
る
1
連
の
ド
イ
ツ
国
語
教
育
摂

取
過
程
が
克
明
に
記
述
さ
れ
る
と
同
時
に
、
保
科

に
見
ら
れ
る
「
ド
イ
ツ
国
語
教
育
肯
定
の
立
場
か

ら
の
実
用
的
・
現
実
的
・
税
極
的
な
摂
取
の
態
度
」

が
批
判
的
に
考
察
さ
れ
'
さ
ら
に
は
'
「
ド
イ
ツ

国
語
教
育
が
い
か
な
る
歴
史
的
社
会
的
神
栄
の
も

と
に
、
い
か
な
る
理
論
を
支
え
と
し
て
'
ど
の
よ

う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、

ま
た
へ
　
ど
の
よ
う
な
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
い
か
に
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

等
々
の
全
体
的
体
系
的
な
記
述
」
1
-
5
頁
)
　
の
必
要

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

比
較
国
語
教
育
研
究
の
方
法
・
課
題
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
と
と
も
に
へ
　
-
出
発
点
に
お
い
て
す
で

に
-
後
続
の
研
究
に
取
り
組
む
ご
自
身
の
基
本

的
姿
勢
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
こ
の
よ
う
な
「
全
体
的
体
系
的
な
記

述
」
と
並
ん
で
、
先
生
の
ご
研
究
の
基
本
的
姿
勢

を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
「
根
源
的
探
求
」
の
姿
勢

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
精
神
科
学
的
解
釈

学
の
祖
デ
ィ
ル
タ
イ
と
向
き
合
う
こ
と
で
明
ら
か

に
な
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
は
、
わ
が
国
の
国

語
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
'
6
0

年
代
ま
で
の
ド
イ
ツ
国
語
教
育
の
議
論
枠
を
形
成
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
二
編
の
「
予
備
的
考
察
」
(
3
'

E
g
)
　
に
お
い
て
は
、
主
に
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
の
中

心
概
念
で
あ
る
「
理
解
」
の
問
題
に
取
り
組
ま
れ
、
-

結
束
と
し
て
-
日
独
双
方
の
国
語
教
育
が
依
拠

す
る
理
論
的
基
盤
を
原
論
的
に
探
求
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
日
独
国
語
教
育
交
渉
史

研
究
は
、
大
槻
先
生
が
後
に
本
格
的
な
ド
イ
ツ
国

語
教
育
論
研
究
に
取
り
組
む
際
の
方
法
な
い
し
は

先
生
の
ご
研
究
が
、
日
独
国
語
教
育
交
渉
史
研

究
か
ら
、
近
代
ド
イ
ツ
国
語
教
育
の
成
立
期
で
あ

る
1
9
世
紀
後
半
の
国
語
教
育
学
説
の
解
明
へ
と
展

開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
架
け
橋
的
な
役
割
を

果
た
し
た
の
が
、
「
近
代
ド
イ
ツ
国
語
教
育
論
の

一
源
流
-
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
の
国
語
教
育
論
-
」

(
。
D
¥

K
o
o
)
で
あ
る
。
同
論
文
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
は
、
「
近
代
ド
イ
ツ

国
語
教
育
の
父
」
と
称
さ
れ
、
「
リ
ン
デ
を
介
し

て
わ
が
国
の
国
語
教
育
に
も
つ
な
が
り
の
あ
る
」

頁
)
人
物
で
あ
る
。
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
の
国

語
教
育
学
説
の
概
要
は
、
そ
の
著
作
「
学
校
に
お

け
る
ド
イ
ツ
語
教
育
に
つ
い
て
」
(
初
版
は
c
x
D
年
)

の
中
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
テ
ー
ゼ
よ
り

知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
例
え
ば
「
テ
ー
ゼ
I
」

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

言
語
教
育
は
、
言
語
と
と
も
に
言
語
の
内
容
へ

つ
ま
り
'
生
活
の
内
容
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
、

新
鮮
に
、
か
つ
ま
た
あ
た
た
か
-
把
握
さ
せ

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
大
槻
和
夫
訳
へ
前
掲
論
文
2

-
5
頁
)

1
9
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
国
語
教
育
は
、
当
時
の
国

家
主
義
・
民
族
主
義
的
な
社
会
理
念
と
探
-
結
び
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つ
い
て
い
た
に
せ
よ
'
フ
ン
ボ
ル
ト
や
ヘ
ル
ダ
ー
の

言
語
観
に
基
づ
き
な
が
ら
へ
従
来
の
理
知
主
義
・
形

式
主
義
的
な
国
語
教
育
を
革
新
し
へ
　
「
言
語
を
そ
の
内

容
と
形
式
の
統
一
に
お
い
て
指
導
」
　
頁
)
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
説
き
、
ま
た
、
教
育
学
的
に
は
学

習
者
の
自
発
的
活
動
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
.

こ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
近

代
以
降
の
国
語
教
育
の
一
般
的
基
本
理
念
の
源
流

を
解
明
す
る
に
際
し
て
、
大
槻
先
生
に
研
究
対
象

の
見
取
り
図
を
与
え
た
の
が
マ
テ
ィ
ア
ス
の
「
ド
イ

ツ
語
教
授
整
　
(
初
版
は
ァ
3
年
)
　
で
あ
る
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
K
e
n
)
　
そ
れ
を
起
点
に
、
「
1
9
世
紀
シ
リ
ー

ズ
」
と
も
言
う
べ
き
四
編
の
論
文
(
S
{
　
輿
　
川
0
、

1
-
1
)
が
次
々
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
'
そ
こ
で
は
ヒ
-

ケ
、
ラ
ー
ス
、
ア
-
ベ
ル
と
い
っ
た
1
9
世
紀
の
代
表

的
な
国
語
教
育
論
者
が
余
す
と
こ
ろ
な
-
考
察
の
対

象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
'
わ
け
て
も
「
1
9
世
紀
末

の
ド
イ
ツ
の
国
語
教
育
論
-
中
等
学
校
読
み
方
教
育

を
中
心
に
⊥
　
¥
o
i
)
　
に
お
い
て
は
'
現
代
に
お
い

て
も
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
へ
　
当
時
の
分
析
主
義

的
な
読
み
方
教
育
と
総
合
主
義
的
な
読
み
方
教
育

の
論
争
・
統
合
過
程
が
明
解
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
近
代
ド
イ
ツ
国
語
教
育
史
研
究

へ
の
取
り
組
み
を
経
た
上
で
、
大
槻
先
生
の
ご
研

究
は
現
代
ド
イ
ツ
の
国
語
教
育
へ
と
大
き
-
舵
を

切
っ
て
い
-
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
不
幸
な
歴

史
を
た
ど
っ
た
二
つ
の
ド
イ
ツ
ー
大
槻
先
生
が
研

究
対
象
と
し
て
選
択
し
た
の
は
、
主
に
ド
イ
ツ
民

主
共
和
国
(
以
下
へ
旧
東
独
)
の
国
語
教
育
で
あ
る
.

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
(
旧
東
独
)

を
対
象
と
し
た
比
較
国
語
教
育
学
研
究

な
ぜ
大
槻
先
生
が
旧
東
独
の
国
語
教
育
を
取
り

上
げ
た
の
か
?
　
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
旧

東
独
の
国
語
教
育
が
'
社
会
主
義
的
国
家
理
念
に

基
づ
き
な
が
ら
構
想
さ
れ
る
1
方
で
、
旧
西
独
よ

り
も
ド
イ
ツ
語
・
ド
イ
ツ
文
字
に
見
ら
れ
る
「
ド

イ
ツ
性
」
を
保
存
・
追
求
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
'
先
述
の
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン

ト
を
、
旧
東
独
に
お
け
る
継
承
の
観
点
か
ら
再
考

し
た
「
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
の
1
考
察
-
東

独
に
お
け
る
そ
の
評
価
」
　
　
の
中
で
'
旧
東
独
に

お
け
る
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
の
意
義
を
'
「
ヒ
ル
デ
プ
ラ

ン
ト
が
母
国
語
教
育
の
教
育
全
体
に
対
す
る
意
義
を

鋭
-
洞
察
し
、
ド
イ
ツ
文
化
の
維
持
の
た
め
に
た
た
か
っ

た
占
ご
　
(
S
頁
)
に
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

に
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
'
先
生
の
試
み
は
、
旧

東
独
の
国
語
教
育
を
窓
口
に
し
て
、
近
代
以
降
の

ド
イ
ツ
国
語
教
育
を
'
ひ
と
ま
ず
歴
史
的
連
続
性

の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

旧
東
独
の
国
語
教
育
を
対
象
と
し
た
も
う
1
つ

の
理
由
と
し
て
は
'
私
が
大
学
院
在
学
中
に
'
先
生
自

ら
し
ば
し
ば
「
西
独
の
国
語
教
育
研
究
は
理
念
ば
か
り

で
、
実
践
が
少
し
も
見
え
て
こ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
た
よ
う
に
'
旧
西
独
に
比
し
て
、
旧
東
独
の
国
語

教
育
が
、
-
国
家
体
制
の
違
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
が
-
教
育
理
念
へ
文
教
政
策
、
教
育
実
践
の
間
に

明
確
な
体
系
性
を
見
せ
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
へ
旧
東
独
の
国
語
教
育
が
見
せ
る
体
系
性

の
特
質
が
「
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国
語
教
育
(
-
)

-
「
補
習
教
育
要
項
」
を
中
心
に
-
」
(
　
-
0

の
中
で
六
点
指
摘
さ
れ
　
(
1
1
9
頁
)
、
そ
れ
以
後
1
 
7

回
ま
で
続
-
同
シ
リ
ー
ズ
お
よ
び
そ
の
他
の
関
連

論
文
に
お
い
て
は
、
主
に
国
語
教
育
の
部
分
領
域

が
'
可
能
な
限
り
具
体
的
実
践
例
示
を
伴
い
な
が

ら
、
網
羅
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

S
3
年
に
ド
イ
ツ
は
、
事
実

79

上
旧
東
独
が
旧
西
独
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
再
統
1

を
果
た
し
た
が
、
少
な
-
と
も
現
在
の
ド
イ
ツ
国

語
教
育
研
究
で
は
旧
東
独
時
代
の
も
の
が
完
全
否

定
さ
れ
ず
、
一
つ
の
国
家
に
お
い
て
営
ま
れ
た
も

う
一
つ
の
国
語
教
育
を
批
判
的
に
再
検
討
す
る
試

み
が
展
開
し
て
い
る
。
と
も
す
る
と
歴
史
の
問
に

葬
ら
れ
が
ち
な
一
国
の
国
語
教
育
の
事
実
を
見
落

と
す
こ
と
な
-
、
こ
れ
か
ら
の
ド
イ
ツ
比
較
国
語

教
育
研
究
は
税
み
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
'
わ
が
国
に
お
い
て
唯
1
無
二
の
研

究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
大
槻
先
生
の
ご
業
精
は
'

今
後
も
そ
の
価
値
を
失
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。




