
●
解
題
　
大
槻
和
夫
先
生
　
-
　
Ⅳ

文
学
教
育
論

は
じ
め
に

大
槻
和
夫
先
生
の
文
学
教

育
論
に
つ
い
て
へ
　
r
文
芸
教
育
』
　
(
明
治
図
苔
)
　
に

発
表
さ
れ
た
論
文
を
取
り
上
げ
な
が
ら
へ
　
ま
と
め

て
み
た
い
。

私
は
、
『
文
芸
教
育
』
　
に
毎
号
の
よ
う
に
執
筆

し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
'
編
集
者
の
方
か
ら
、

特
集
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
は
、
ま
っ
さ
き
に
大
槻

先
生
の
お
名
前
を
挙
げ
て
い
た
。
編
集
者
の
あ
い

だ
に
、
大
槻
先
生
の
論
文
に
対
す
る
信
頼
感
が
あ
っ

た
こ
と
と
'
『
文
芸
教
古
屋
の
特
集
に
つ
い
て
、
大
槻

先
生
は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う

い
う
私
自
身
の
読
者
と
し
て
の
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
論
文
は
'
そ
の
よ
う
に
し
て

『
文
芸
教
育
』
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

教
育
学
的
批
評
と
し
て
の
大
槻
文
学
教
育
論

大
槻
先
生
の
文
学
教
育
論
は
t
 
I
 
l
l
l
百
で
い
え
ば

タ
リ
ナ
ィ
ー
ク

「
教
育
学
的
批
評
」
　
で
あ
っ
た
。
教
育
学
的
批
評

と
は
'
大
槻
先
生
が
「
子
ど
も
の
変
容
を
否
-
」

と
い
う
論
文
　
(
」
)
　
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、
坂
元

忠
芳
氏
の
こ
と
ば
で
'
教
育
実
践
の
典
型
性
を
明

島
根
大
学
　
足
　
立
　
悦
　
男

ら
か
に
す
る
批
評
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
大
槻

先
生
の
文
学
教
育
論
に
は
、
い
つ
も
、
そ
の
よ
う

な
意
味
で
の
質
の
高
い
批
評
性
が
あ
っ
た
。

《
批
評
性
①
　
現
代
的
視
界
》

第
1
に
、
現
代
の
教
育
状
況
を
と
ら
え
た
批
評

で
あ
っ
た
t
　
と
い
う
こ
と
。

い
じ
め
・
不
登
校
な
ど
の
現
代
的
課
題
に
対
し

て
、
文
学
作
品
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
「
よ

り
人
間
的
な
生
き
方
へ
の
目
を
」
「
人
権
の
感
覚

と
認
識
を
」
「
平
和
を
求
め
る
心
を
」
と
訴
え
た
、

「
人
間
と
し
て
'
人
間
ら
し
-
」
と
い
う
論
文

(
a
)
　
は
、
文
学
教
育
に
対
す
る
大
槻
先
生
の
幅

広
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
現
代
の
き
び
し
い
教

育
現
実
を
克
服
す
る
た
め
に
へ
人
間
教
育
と
し
て

の
文
学
教
育
の
役
割
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。

西
郷
竹
彦
氏
の
提
案
「
人
間
認
識
の
力
を
育
て

る
」
　
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
「
『
人
間
認
識
の

力
を
育
て
る
』
文
芸
教
育
論
の
学
力
論
的
体
系
と

そ
の
意
義
」
と
い
う
論
文
　
　
　
で
は
'
西
郷
氏

の
提
案
に
よ
り
な
が
ら
へ
子
ど
も
た
ち
の
歪
み
や

く
ず
れ
に
立
ち
向
か
う
文
芸
の
授
業
の
あ
り
方
が

模
索
さ
れ
て
い
る
。

〈
批
評
性
②
　
歴
史
的
視
界
〉

第
二
に
'
歴
史
的
位
置
づ
け
を
重
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
'
西
郷
文
芸
学
の
構

想
論
に
つ
い
て
述
べ
た
論
文
「
構
想
論
-
認
識
・

伝
達
・
創
造
論
と
し
て
」
　
(
8
)
　
に
お
い
て
は
'

西
郷
文
芸
学
の
構
想
論
を
、
西
尾
実
の
「
主
題
・

構
想
・
叙
述
」
　
(
『
国
語
・
国
文
の
教
育
』
)
　
の
考

え
方
を
引
い
て
、
「
従
来
の
構
想
論
で
は
十
分
に

意
識
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
'
『
作
者
の
読
者
へ

の
働
き
か
け
j
が
r
仕
掛
A
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
す
」
と
述
べ
'
西
郷
構
想
諭
の

歴
史
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

あ
と
で
見
て
い
-
が
、
こ
こ
で
い
う
「
作
者
の

読
者
へ
の
働
き
か
け
」
は
、
大
槻
先
生
の
文
学
教

育
論
の
中
心
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
「
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
論
で
は
'
認

識
重
視
か
伝
達
重
視
か
で
と
か
-
論
が
対
立
し
が

ち
で
し
た
が
、
西
郷
氏
の
諭
に
お
い
て
は
'
両
者

が
不
可
分
の
表
裏
関
係
を
な
す
も
の
と
し
て
'
統

一
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
は
'
こ

こ
に
こ
そ
'
西
郷
氏
の
構
想
論
の
卓
越
性
を
見
た

い
と
思
い
ま
す
」
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
'
国
語
教
育
の
構
想
論
の
歴
史
を
ふ

ま
え
た
批
評
で
あ
る
。
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(
批
評
性
③
　
教
授
学
的
視
界
〉

第
三
に
'
教
授
学
的
な
観
点
を
も
っ
て
お
ら
れ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
文
学
の
授
業
で
は
何
を
教
え
る
の
か
-
西

郷
提
案
の
教
授
学
的
意
義
」
と
い
う
論
文
　
(
2
)

で
は
'
「
西
郷
竹
彦
氏
の
ご
提
案
の
積
極
的
な
意

義
の
一
つ
は
'
『
教
材
を
教
え
る
』
　
の
で
は
な
-
、

「
教
材
で
教
え
る
し
　
の
だ
と
い
う
'
教
授
学
的
に

は
常
識
化
し
て
い
な
が
ら
、
国
語
科
教
育
で
は
依

然
と
し
て
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
点
を
'
具
体
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
点
に
あ
る
」
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
文
学
教
材
の
多
面
性
と
教
科
内
容

の
限
定
の
問
題
を
'
す
る
ど
-
提
示
さ
れ
た
。
つ

ま
り
、
文
学
に
は
他
の
作
品
と
代
替
で
き
な
い
独

自
性
が
あ
り
へ
　
教
科
内
容
か
ら
教
材
へ
へ
　
と
い
う

通
路
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
t
　
と
い
う
問
題
を
提
示
さ
れ
た
。
認

識
方
法
に
よ
る
教
科
内
容
の
体
系
化
を
提
示
し
た

西
郷
提
案
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
と
と
も
に
、
教

授
学
的
に
み
た
'
国
語
科
教
育
に
お
け
る
、
教
材

と
教
科
内
容
の
関
係
に
つ
い
て
、
明
快
な
考
え
方

を
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
問
題

に
、
す
っ
き
り
と
し
た
回
答
を
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

(
批
評
性
④
　
理
論
的
視
界
〉

そ
し
て
'
第
四
に
、
理
論
的
な
批
評
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

r
西
郷
竹
彦
文
芸
・
教
育
全
集
j
第
1
3
巻
(
恒

文
社
、
1
九
九
八
年
二
月
)
　
の
解
説
「
西
郷
文
芸

学
と
そ
れ
に
基
づ
-
文
芸
の
授
業
の
今
日
的
意
義
」

で
は
、
西
郷
文
芸
学
の
視
点
論
に
よ
る
語

り
手
　
(
話
者
)
　
の
設
定
を
評
価
し
た
上
で
、
そ
の

問
題
点
を
も
、
き
ち
ん
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

「
語
り
手
は
作
者
が
創
り
だ
し
た
も
の
で
す
が
、

作
者
も
語
り
手
も
一
定
の
共
同
体
(
社
会
的
関
係
)

の
中
に
生
き
て
お
り
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に

か
か
わ
ら
ず
'
一
定
の
規
制
を
受
け
て
い
ま
す
。

そ
の
規
制
が
語
り
手
を
ど
う
規
定
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
自
体
を
読
み
手
が
対
象

化
し
'
語
り
手
と
共
同
体
と
の
関
係
を
対
象
化
し

て
認
識
し
な
い
と
見
え
て
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
郷
視
点
論
に
対
す
る
'

も
っ
と
も
質
の
高
い
批
評
で
あ
っ
た
。

大
観
先
生
の
文
学
教
育
論
は
'
こ
の
よ
う
な
現

代
的
、
歴
史
的
、
教
授
学
的
、
理
論
的
な
視
野
か

ら
の
'
す
ぐ
れ
た
教
育
学
的
批
評
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
'
「
文
学
作
品
の
読
者
へ
の
働
き
か

け
」
に
注
目
し
、
文
学
の
読
み
の
授
業
に
つ
い
て
へ

つ
ぎ
の
よ
う
な
構
想
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

-
コ
ー
ド
的
解
読
の
読
み

2
作
品
世
界
を
生
き
さ
せ
る
読
み

3
作
品
世
界
を
意
識
化
さ
せ
る
読
み

4
作
品
世
界
を
意
味
付
け
さ
せ
る
読
み

こ
の
授
業
過
程
は
'
基
礎
的
な
読
み
の
学
習
を
ふ

ま
え
て
'
そ
し
て
読
者
反
応
(
読
み
の
過
程
で
生
じ

た
読
者
の
心
の
動
き
)
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

て
が
た
い
読
者
論
的
な
読
み
の
指
導
論
と
い
え
る
O

お
わ
り
に

大
槻
先
生
は
'
「
学
び
つ
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「
読
む
」
過
程
へ
の
問
い
か
け

大

槻
先
生
の
文
学
教
育
論
は
'
ま
た
へ
　
「
読
む
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
い
を
内
在
さ
せ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
文
学
作
品
の
読
み
の
過

程
と
そ
の
指
導
」
　
(
g
)
と
い
う
論
文
は
'
「
読
む
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
へ
　
理
論
的
に
追
求

し
た
論
文
で
あ
る
。

つ
'
乗
り
越
え
た
い
」
　
(
s
i
)
　
と
い
う
最
近
の
エ
ッ

セ
ー
で
、
「
私
の
目
下
の
関
心
は
、
文
芸
作
品
の

『
読
み
』
　
の
内
的
な
過
程
を
、
テ
キ
ス
ト
と
読
者

の
相
互
作
用
の
過
程
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
西
郷
文

芸
学
を
、
テ
キ
ス
ト
の
装
置
を
解
明
し
た
理
論
と

し
て
高
-
評
価
し
た
上
で
'
読
み
と
は
装
置
だ
け

で
な
-
、
「
読
者
の
諸
条
件
に
も
規
定
さ
れ
て
成

立
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
に
も
、
西
郷
文
芸
学
に
対
し
て
「
学
び
つ

つ
'
乗
り
越
え
た
い
」
と
い
う
'
大
槻
先
生
ら
し

い
確
か
な
教
育
学
的
批
評
が
あ
る
。




