
●
解
題
　
大
槻
和
夫
先
生
　
I
　
Ⅷ

古
典
文
学
教
育
論

大
槻
先
生
の
古
典
指
導
方
法
論

大
槻
和
夫
先
生
が
高
校
の
古
典
指
導
の
在
り
方
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
に
'

・
「
生
き
生
き
と
し
た
豆
ハ
の
学
習
を
求
め
て
」

・
「
古
典
の
授
業
を
魅
力
あ
る
も
の
に
」
　
(
9
)

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
'
大
槻
先
生
は
、

古
典
は
常
に
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

古
典
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
そ
こ
で
再
発
見

さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
'
そ
の
時
代
に
欠
け

て
い
る
か
失
わ
れ
て
い
る
何
か
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
高
校
の
古
典
の
授
業
も
、

高
校
生
が
そ
こ
に
何
か
を
発
見
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
」
　
(
9
、
2
1
3
頁
)

と
い
う
願
い
の
も
と
に
、
古
典
の
指
導
方
法
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
提
案
を
箇
条
書
き
に
整
理
す
る
と
'

次
の
よ
う
に
な
る
。

①
　
高
校
生
が
古
典
に
直
接
触
れ
る
前
に
へ
現
在

使
わ
れ
て
い
る
「
-
だ
も
の
」
「
い
か
づ
ち
」

な
ど
の
こ
と
ば
の
語
源
や
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
行

事
・
年
中
行
事
の
い
わ
れ
な
ど
を
教
師
が
語
る

鳴
門
教
育
大
学
　
牡
　
羅
　
博
　
昭

こ
と
に
よ
っ
て
、
高
校
生
の
心
を
自
然
に
古
典

に
向
け
て
い
く
(
古
典
学
習
へ
の
地
な
ら
し
)

の
指
導
が
必
要
で
あ
る
。

②
　
実
際
に
、
生
徒
を
古
典
と
出
会
わ
せ
る
導
入

段
階
に
お
い
て
は
、
現
代
と
同
質
性
を
持
つ
古

典
教
材
か
ら
入
る
の
が
よ
い
。
「
論
理
は
苦
手

で
も
感
覚
的
に
は
鋭
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
」

高
校
生
に
は
'
r
枕
草
子
し
の
「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
の
よ
う
な
'
彼
ら
が
(
感
覚
的
に
わ
か
る
)

古
典
教
材
を
用
い
る
の
が
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、

古
典
を
繰
り
返
し
音
読
・
朗
読
し
て
、
古
典
の

も
つ
リ
ズ
ム
を
体
感
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
古

典
に
親
し
み
を
持
た
せ
る
こ
と
も
大
切
に
し
た
い
。

③
　
導
入
段
階
の
(
感
覚
的
に
わ
か
る
)
指
導
か

ら
、
次
に
は
(
精
確
に
分
か
る
)
指
導
へ
と
発

展
さ
せ
る
の
が
指
導
の
順
序
で
あ
る
。
(
精
確

に
分
か
る
)
指
導
に
お
い
て
は
'
古
典
を
読
み

深
め
て
い
く
視
点
と
方
法
を
学
ば
せ
て
、
古
典

の
分
か
り
方
を
切
り
開
い
て
見
せ
て
や
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
次
の
三
つ
の
視
点
か
ら
'
古

典
を
読
み
深
め
て
い
-
方
法
を
示
し
た
い
。

第
一
に
'
古
典
の
文
章
を
精
確
に
読
み
深
め

る
上
で
鍵
と
な
る
一
語
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ
の

語
の
意
味
・
用
法
を
追
究
し
て
い
-
こ
と
が
'

ど
の
よ
う
に
文
章
全
体
を
深
-
と
ら
え
て
い
-

こ
と
に
機
能
す
る
か
を
生
徒
に
示
す
と
と
も
に
、

そ
の
方
法
も
学
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
。

な
お
、
(
精
確
に
分
か
る
)
指
導
に
必
要
な

古
典
文
法
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
文
法
に
着

目
す
る
と
、
そ
こ
ま
で
深
く
読
み
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
指

導
か
ら
、
古
典
文
法
の
取
り
立
て
指
導
へ
、
そ

し
て
へ
身
に
つ
け
た
文
法
的
知
識
を
古
典
解
釈

に
結
び
つ
け
て
い
-
指
導
へ
'
と
い
っ
た
展
開

の
文
法
指
導
を
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
古
典
を
(
歴
史
の
中
に
置
い
て
と

ら
え
る
)
と
い
う
読
み
方
に
目
を
開
か
せ
る
と

と
も
に
、
そ
の
方
法
も
学
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
。

な
お
'
こ
の
読
み
方
に
は
'
古
典
作
品
を

(
時
代
社
会
)
の
中
に
置
い
て
読
み
深
め
'
古

典
の
側
か
ら
現
代
と
い
う
時
代
と
そ
こ
に
生
き

る
人
間
の
生
き
方
を
と
ら
え
返
す
読
み
の
方
法

と
、
古
典
作
品
を
(
文
学
史
的
・
文
芸
史
的
な

流
れ
)
の
中
に
置
い
て
へ
そ
の
作
品
が
何
を
新
し

く
創
造
し
た
か
を
読
み
と
ら
せ
る
方
法
と
が
あ
る
。

第
三
に
、
同
一
素
材
に
も
と
づ
-
古
典
と
現

代
の
作
品
と
を
読
み
比
べ
て
、
共
通
点
や
相
違
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点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な

読
み
方
も
あ
る
こ
と
を
学
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
。

大
槻
先
生
が
示
さ
れ
た
古
典
の
指
導
方
法
論
は
、

ま
こ
と
に
説
得
力
に
富
む
、
実
践
に
生
き
る
指
導

方
法
論
で
あ
る
。
な
か
で
も
'
③
の
(
古
典
を
読

み
深
め
て
い
-
視
点
と
方
法
を
学
ば
せ
て
'
古
典

の
分
か
り
方
を
切
り
開
い
て
見
せ
て
や
る
)
と
い

う
指
導
は
'
今
後
、
実
践
の
場
で
お
お
い
に
試
み

ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

古
典
教
育
の
実
践

こ
の
よ
う
な
古
典

の
指
導
方
法
論
を
応
用
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
と

し
て
'
次
の
三
つ
の
論
考
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
'
前
項
③
の
第
1

と
第
二
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

A
「
『
今
昔
物
語
』
(
馬
盗
人
V
 
I
教
材
の
扱
い

方
と
実
践
授
業
の
展
開
」

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
教
材
の
本
質
を
的
確
に
把

握
し
た
う
え
で
、
教
材
と
し
て
の
価
値
や
実
践
授
業

の
展
開
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大
槻
先
生
は
、
こ
と

ば
を
手
が
か
り
に
'
形
象
を
イ
メ
ー
ジ
空
か
に
生
き

生
き
と
読
み
と
ら
せ
る
学
習
を
展
開
し
た
う
え
で
、

教
材
の
歴
史
的
意
義
に
目
を
向
け
さ
せ
る
指
導
、
文

体
に
着
目
し
た
古
典
指
導
、
敬
語
に
着
目
し
て
、
当

時
の
武
士
階
級
の
父
子
の
関
係
を
把
握
さ
せ
る
指

導
な
ど
、
表
現
と
内
容
を
統
合
的
に
と
ら
え
る
、
古

典
の
読
み
の
指
導
の
在
り
方
を
提
案
し
て
お
ら
れ
る
。

B
　
「
万
葉
の
旅
か
ら
」
　
(
1
)

「
万
葉
の
旅
か
ら
　
(
読
)
　
-
志
貿
皇
子
の
歌

を
中
心
に
-
」
　
(
ァ
)

「
万
葉
の
歌
を
現
地
で
味
わ
う
と
は
、
眼
前
の
風
景

を
舞
台
と
し
て
、
想
像
力
に
よ
っ
て
そ
こ
に
古
代
の

ド
ラ
マ
を
繰
り
広
げ
、
そ
の
ド
ラ
マ
の
中
に
歌
を
置

い
て
み
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

考
え
の
も
と
に
'
風
土
的
・
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
,
ち

想
像
力
を
発
揮
し
て
'
万
葉
歌
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
読
み

昧
わ
フ
と
と
も
に
、
そ
の
読
み
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

c
 
r
古
典
を
学
ぶ
』
　
(
東
広
島
市
「
古
典
を
読
む

会
」
編
、
一
九
九
八
・
5
)

大
槻
先
生
は
'
昭
和
六
二
年
に
'
東
広
島
市
中
央

公
民
館
の
講
座
の
講
師
を
さ
れ
て
以
来
、
毎
月
1
回
、

「
万
葉
集
」
「
徒
然
草
」
「
伊
勢
物
語
」
「
平
家
物
語
」
な

ど
を
読
ん
で
こ
ら
れ
た
O
こ
の
冊
子
は
、
そ
の
1
0
周

年
記
念
誌
で
あ
る
。
古
典
の
時
代
背
景
を
ふ
ま
え
へ

そ
の
時
代
を
生
き
る
人
間
を
生
き
生
き
と
浮
き
彫

り
に
さ
れ
る
大
槻
先
生
の
講
義
は
'
受
講
者
に
深
い

感
銘
を
与
え
た
こ
と
が
、
そ
の
感
想
文
か
ら
う
か
が
え

る
。
こ
こ
に
も
、
古
典
作
品
を
歴
史
の
中
に
置
い
て
読
み

味
わ
っ
て
い
-
と
い
う
読
み
方
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

大
槻
先
生
と
古
典
学
習

大
学
時
代
の

恩
師
で
あ
る
土
井
忠
生
先
生
や
清
水
文
雄
先
生
か

ら
学
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
告
か
れ
た
も
の
に
'

「
土
井
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
」
(
E
l
)
、

「
清
水
文
雄
先
生
へ
の
私
信
」
(
f
t
)
、
「
折
り
折
り

の
こ
と
ば
」
(
ァ
3
)
が
あ
る
。
大
槻
先
生
は
'
土
井
先

生
か
ら
は
、
「
個
を
個
と
し
て
と
ら
え
へ
特
殊
を
特

殊
と
し
て
問
題
に
し
な
が
ら
も
へ
そ
の
追
究
の
い

た
り
つ
-
と
こ
ろ
は
'
個
を
こ
え
'
特
殊
を
こ
え
た

普
遍
の
世
界
で
あ
っ
た
」
　
、
1
1
1
頁
)
と
い
う
古
典

解
釈
の
方
法
を
'
ま
た
清
水
先
生
か
ら
は
'
古
典
を

読
む
と
き
に
、
1
　
つ
の
語
の
意
味
を
深
-
追
究
す

る
だ
け
で
な
-
'
「
そ
こ
か
ら
人
間
の
生
き
る
姿
、

心
の
深
み
へ
時
代
の
精
神
へ
文
学
性
を
見
事
に
え
ぐ

り
出
」
(
ァ
5
、
1
-
8
頁
)
さ
れ
る
文
学
研
究
の
方
法
を
学

ん
で
お
ら
れ
る
O
大
槻
先
生
の
古
典
の
読
み
の
確

か
さ
と
深
さ
、
表
現
の
背
後
に
人
間
存
在
の
深
淵

を
見
出
す
読
み
方
は
、
こ
の
両
先
生
か
ら
学
ば
れ

た
も
の
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
へ
「
徒
然
草
か
ら
の
入
試
問
題
の

分
析
」
(
3
)
が
あ
る
。
あ
る
べ
き
国
語
教
育
と
受
験

準
備
の
た
め
の
国
語
教
育
と
を
統
1
で
き
な
い
か

と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
'
徒
然
草
か
ら
出
題

さ
れ
た
入
試
問
題
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
文

章
の
内
容
を
読
み
と
る
過
程
で
、
必
要
に
応
じ
て
'

語
釈
へ
文
法
的
な
解
釈
を
行
う
よ
う
に
授
業
を
仕

組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

お
ら
れ
る
。
私
も
こ
の
解
決
法
し
か
な
い
と
考
え

て
、
高
校
に
勤
め
て
い
る
と
き
に
実
践
研
究
を

行
っ
て
い
た
。
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