
●
解
題
　
大
槻
和
夫
先
生
　
I
 
v

説
明
的
文
章
教
育
論

-
研
究
と
成
果
-

広
島
大
学
　
森
　
田
　
信
　
義

は
じ
め
に

大
槻
和
夫
教
授
の
説
明
的

文
章
教
育
に
関
す
る
研
究
と
そ
の
成
果
を
考
察
す

る
に
当
た
っ
て
'
論
文
の
表
題
か
ら
明
確
に
こ
の

分
野
の
考
究
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
も
の
に

限
定
し
て
'
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
を
お

断
り
し
て
お
き
た
い
。

一
九
八
一
年
に
は
、
桜
楓
社
よ
り
、
氏
の
編
著

に
な
る
「
国
語
教
材
研
究
シ
リ
ー
ズ
7
　
説
明
文

編
」
(
2
　
以
下
、
『
シ
リ
ー
ズ
」
)
　
が
出
版
さ
れ

て
い
る
。
同
書
は
、
大
槻
教
授
の
説
明
的
文
章
教

材
の
特
性
と
学
習
指
導
方
法
論
に
関
す
る
論
文
を

は
じ
め
と
し
て
'
小
学
校
低
、
中
、
高
学
年
の
教

材
研
究
と
授
業
構
想
を
提
示
し
た
も
の
で
'
『
シ

リ
ー
ズ
』
全
1
3
巻
の
う
ち
で
も
特
に
多
-
の
人
に

読
ま
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
中
に
収
め
ら
れ

た
大
槻
教
授
の
　
「
説
明
文
教
材
の
性
格
・
分
析
と

指
導
方
法
」
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
構
成
の
論
考

で
あ
る
。

①
　
説
明
文
教
材
の
性
格

②
　
説
明
文
教
材
の
分
析

③
　
説
明
文
学
習
指
導
の
方
法

(
-
)
　
筆
者
想
定
法

(
2
)
　
読
み
手
主
体
を
中
心
と
し
た
指
導

(
3
)
説
得
の
論
法
を
軸
と
し
た
説
明
文
指
導

(
"
蝣
)
　
1
S
跳
総
合
法
に
よ
る
説
明
文
指
導

こ
れ
は
'
氏
の
説
明
的
文
章
教
育
論
の
中
で
は
'

比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
自
身
、

同
雷
に
'
中
学
年
教
材
「
み
つ
ば
ち
の
ダ
ン
ス
」

の
教
材
研
究
と
授
業
構
想
を
提
示
し
、
そ
の
後
の

説
明
的
文
章
教
育
論
の
出
発
点
に
な
っ
た
と
い
う

事
情
が
あ
り
、
こ
の
論
文
を
起
点
に
し
て
、
前
後

の
研
究
を
把
握
す
る
と
い
う
方
法
を
採
り
た
い
。

説
明
的
文
章
教
材
論
と
指
導
へ
の
提
言

「
説
明
文
教
材
の
性
格
・
分
析
と
指
導
方
法
」

(
3
)
　
に
お
い
て
は
、
『
シ
リ
ー
ズ
』
　
の
目
的
を

踏
ま
え
て
、
説
明
的
文
章
教
材
の
特
性
の
詳
細
な

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

説
明
的
文
章
教
材
と
は
、
「
読
み
手
で
あ
る
児

童
・
生
徒
に
『
文
章
表
現
の
読
み
と
り
を
通
し
て

認
識
す
る
能
力
』
を
高
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
教

材
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
定
義
で
は
'
ど

の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
認
識
能
力
」
　
の
育
成
を
目

指
す
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
根
本
的

な
と
こ
ろ
で
文
学
と
の
差
異
が
理
解
で
き
な
い
。

氏
は
、
既
に
、
一
九
七
一
年
の
時
点
に
、
「
説
明

的
文
章
の
教
材
論
」
(
1
)
　
を
古
き
へ
　
そ
の
中
で

は
、
指
導
の
目
的
・
目
標
と
し
て
、
「
事
物
・
事

象
(
対
象
)
　
の
言
語
化
と
し
て
の
文
章
を
読
ま
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
科
学
的
認
識
を
発

達
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
自
然
科
学
、

社
会
科
学
教
科
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
の
で
'

当
然
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

r
シ
リ
ー
ズ
』
　
に
お
い
て
'
説
明
的
文
章
指
導

の
目
的
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

-
　
対
象
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る

2
　
書
き
手
の
認
識
・
思
考
の
し
か
た
を
吟
味

す
る

3
　
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
の
認
識
・
思

考
の
し
か
た
を
確
認
し
っ
つ
変
革
し
て
い
-

4
　
雷
き
手
の
説
明
・
納
得
の
し
か
た
を
理
解

し
'
(
自
己
の
表
現
に
も
役
立
て
る
)

『
シ
リ
ー
ズ
』
　
の
刊
行
さ
れ
た
一
九
八
一
年
と

い
う
時
点
は
、
文
学
に
比
べ
て
遥
か
に
遅
い
出
発

を
し
た
説
明
的
文
章
で
あ
っ
て
も
へ
　
そ
の
定
義
、

指
導
の
意
義
、
目
標
に
つ
い
て
は
、
少
な
-
と
も

理
論
的
に
は
ほ
ば
共
通
理
解
が
で
き
る
段
階
に
達

し
て
い
る
。
『
シ
リ
ー
ズ
』
　
の
論
考
に
は
、
当
時

の
説
明
的
文
章
の
定
義
へ
指
導
の
目
標
に
つ
い
て
'
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特
に
独
創
的
な
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
'
説
明
的
文
章
指
導
の
歴
史
(
混
乱
と

創
造
の
経
過
)
　
を
把
握
し
'
歴
史
的
諸
成
果
を
整

理
し
た
上
で
、
情
報
獲
得
へ
　
認
識
方
法
へ
の
着
目
、

認
識
主
体
と
し
て
の
自
己
の
変
革
へ
　
表
現
へ
の
転

化
等
'
最
新
の
説
明
的
文
章
指
導
理
論
の
要
素
の

多
く
を
具
備
す
る
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

提
言
の
意
義

比
較
的
新
し
い
研
究
分

野
で
あ
る
説
明
的
文
章
指
導
研
究
は
、
時
期
的
に

は
こ
の
　
r
シ
リ
ー
ズ
』
以
降
に
'
量
と
質
の
点
で

目
覚
ま
し
い
進
歩
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
後

の
研
究
の
た
め
の
基
礎
が
た
め
を
す
る
上
で
も
、

こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
の
整
理
は
意
義
の
あ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
整
理
の
結
果
と

し
て
'
以
後
の
展
開
に
有
益
な
視
点
が
い
-
つ
か

得
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
氏
の
提
言
の
う
ち
か
ら
、

特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
下
記
の
二
点
　
(
二
点
と
い

う
に
は
あ
ま
り
に
密
接
な
結
び
つ
き
、
包
な
り
が

あ
る
の
だ
が
)
　
に
絞
っ
て
'
発
言
の
意
義
を
明
ら

か
に
し
て
お
き
た
い
。

-
　
批
判
読
み
の
能
力
育
成

氏
は
、
一
九
七
一
年
時
点
で
、
大
西
忠
治
へ
小

松
貴
之
助
、
鈴
木
秀
一
へ
板
倉
聖
宣
氏
ら
の
論
に

学
び
な
が
ら
へ
説
明
的
文
章
の
指
導
内
容
(
能
力
)

と
し
て
、
「
中
心
と
な
る
べ
き
は
r
容
か
れ
て
い
る
こ

と
が
真
実
か
い
な
か
、
妥
当
で
あ
る
か
い
な
か
、

現
実
性
を
も
っ
て
い
る
か
い
な
か
を
吟
味
し
て
読

む
力
』
だ
と
言
い
た
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

児
童
言
語
研
究
会
(
児
言
研
)
　
の
教
材
研
究
の

成
果
で
あ
る
「
国
語
科
新
教
科
雷
の
分
析
と
批
判
・

説
明
文
教
材
編
』
　
は
、
1
九
七
1
年
に
刊
行
さ
れ

た
が
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
も
早
い
時

期
の
'
良
質
の
批
判
読
み
の
実
践
例
と
し
て
説
明

的
文
章
教
材
研
究
史
、
実
践
史
上
、
特
筆
す
べ
き

存
在
で
あ
る
o
氏
は
'
小
松
氏
の
論
考
も
重
視
し

て
お
ら
れ
る
の
で
'
当
然
へ
　
こ
の
成
果
に
つ
な
が

る
実
践
や
教
材
研
究
理
論
と
も
接
触
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
が
、
い
ち
早
-
、
説
明
的
文
章
指
導
に
お

い
て
育
成
す
べ
き
能
力
の
根
幹
は
「
批
判
的
読
み
」

で
あ
る
と
提
言
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

2
　
「
実
の
場
」
読
み
の
探
究

「
自
問
自
答
と
し
て
の
読
み
」
　
　
　
は
、
「
説

明
文
指
導
を
ど
う
改
善
す
る
か
」
と
い
う
編
集
者

の
用
意
し
た
枠
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
、
一
九
八
五

年
の
論
考
で
あ
る
が
、
説
明
的
文
章
を
読
む
と
い

う
行
為
は
'
形
式
的
言
語
操
作
主
義
を
克
服
し
て

「
自
問
自
答
」
と
い
う
問
題
追
究
過
程
で
あ
る
と

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「
シ
リ
ー
ズ
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
説
明
的
文
章

指
導
の
目
的
・
目
標
の
発
展
と
し
て
、
当
然
の
読

み
の
姿
で
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
作
成
に
先
立
っ
て
出
て
き
た

新
概
念
へ
例
え
ば
'
中
央
教
育
審
議
会
の
「
生
き

る
力
」
「
問
題
解
決
的
学
習
」
、
新
学
力
観
の
骨
子

で
あ
る
「
主
体
性
」
「
個
性
」
等
は
、
氏
と
し
て

は
反
論
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
「
実
の
場
」
　
に

立
つ
説
明
的
文
章
の
読
み
を
実
現
す
る
努
力
と
し

て
は
、
同
根
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
こ
と
を
、
先
駆
的
な
理
論
や
実
践
へ
の

広
い
目
配
り
と
公
正
な
評
価
に
よ
っ
て
、
自
ら
の

説
明
的
文
章
指
導
論
に
取
り
入
れ
、
「
自
問
自
答

の
読
み
」
を
理
想
型
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
要
旨
を
最
終
日
標
と
す
る
形
式
主

義
を
排
し
て
、
実
の
場
に
お
け
る
活
き
活
き
し
た
」

読
み
を
回
復
(
創
造
で
は
な
-
、
回
復
と
呼
ぶ
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
)
し
よ
う
と
い
う
提
言
に
他
な
ら
な
い
。
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お
わ
り
に

『
シ
リ
ー
ズ
』
　
の
論
考
の

三
に
挙
げ
ら
れ
た
四
つ
の
指
導
方
法
の
う
ち
へ
筆

者
想
定
法
(
倉
沢
栄
吉
氏
、
香
川
県
国
語
教
育
研

究
会
、
東
京
都
青
年
国
語
研
究
会
)
　
説
得
の
論
法

(
西
郷
竹
彦
氏
)
、
一
読
総
合
法
(
児
言
研
)
　
は
、

当
時
に
あ
っ
て
は
い
ず
れ
も
注
目
す
べ
き
指
導
理

論
で
あ
り
、
特
に
'
筆
者
想
定
法
、
〓
跳
総
合
法

は
'
読
み
手
及
び
読
み
手
の
状
況
を
重
視
す
る
新

し
い
発
想
に
立
つ
読
み
で
あ
る
。
大
槻
教
授
が
こ

れ
ら
を
選
択
し
、
形
骸
化
し
た
言
語
操
作
主
義
を

克
服
し
ょ
う
と
さ
れ
た
こ
と
に
は
一
貫
性
と
必
然

性
が
あ
る
。




