
国
語
科
授
業
活
性
化
の
試
み

-
　
「
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
」
　
の
場
合
　
-

は
じ
め
に

授
業
の
活
性
化
を
、
次
の
二
点
か
ら
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
①

学
習
者
が
意
欲
的
に
学
習
の
場
に
参
加
し
、
具
体
的
な
学
習
活
動
を

通
し
て
理
解
(
感
動
)
　
を
深
め
、
充
実
感
、
達
成
感
を
持
つ
こ
と
が

で
き
る
授
業
を
ど
う
創
る
か
、
②
授
業
に
お
け
る
7
連
の
学
習
に

ょ
っ
て
、
学
習
者
7
人
ひ
と
り
が
国
語
の
力
を
身
に
つ
け
へ
　
自
立
し

た
学
び
手
と
し
て
育
っ
て
い
-
授
業
を
ど
う
創
る
か
、
と
い
う
二
点

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
「
こ
と
ば
に

つ
い
て
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
授
業
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で

試
み
た
、
①
教
材
の
関
連
性
を
生
か
し
た
授
業
の
組
立
、
②
身
近
な

こ
と
ば
を
教
材
と
し
た
授
業
、
③
手
引
き
を
利
用
し
た
表
現
指
導
へ

④
指
導
過
程
・
指
導
形
態
の
工
夫
の
有
効
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

渡
　
辺
　
春
　
美

一
授
業
の
計
画

-
　
指
導
目
標

次
の
よ
う
に
目
標
を
立
て
、
①
②
-
[
価
値
目
標
]
、
③
④
⑤
-
[
技

能
目
標
]
、
⑥
-
[
態
度
目
標
]
　
と
し
た
。

①
こ
と
ば
の
機
能
-
こ
と
ば
の
機
能
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
'
こ
と
ば

と
人
間
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。

②
こ
と
ば
の
意
味
-
こ
と
ば
は
'
か
け
が
え
の
な
い
独
自
の
意
味
を

持
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

③
こ
と
ば
の
意
味
の
解
明
-
こ
と
ば
採
賎
し
、
類
別
へ
　
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
へ
　
こ
と
ば
の
意
味
を
理
解
す
る
力
を
養
う
。

④
論
理
的
な
表
現
-
理
解
し
た
も
の
を
'
筋
道
立
て
分
か
り
や
す
-

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

⑤
論
旨
の
理
解
-
文
章
を
構
造
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
論

旨
を
理
解
す
る
力
を
養
う
。

⑥
こ
と
ば
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
こ
と
ば
を
注
意
深
-
用
い
る
態

度
を
養
う
。

87



2
　
指
導
方
法
-
授
業
活
性
の
た
め
に
-

①
教
材
の
関
連
性
を
生
か
し
た
授
業
の
組
み
立
て

「
指
導
目
標
」
の
「
①
」
を
達
成
す
る
た
め
に
、
内
容
の
関
連

す
る
ヘ
　
ア
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
へ
　
イ
「
鳥
と
名
と
」
へ
　
ウ
「
こ
と
ば

と
文
化
」
　
の
三
教
材
を
用
い
た
。
ア
は
、
こ
と
ば
を
持
た
ぬ
「
お

化
け
」
で
あ
っ
た
ヘ
レ
ン
が
'
肉
親
に
愛
情
深
-
見
守
ら
れ
な
が

ら
へ
サ
リ
バ
ン
先
生
の
献
身
的
な
努
力
に
よ
っ
て
、
「
こ
と
ば
の
神

秘
」
　
に
気
づ
-
話
で
あ
る
。
ヘ
レ
ン
が
こ
と
ば
を
獲
得
し
、
人
間

的
に
変
化
す
る
過
程
は
'
感
動
的
で
あ
る
。
生
徒
は
、
感
動
を
通

し
て
こ
と
ば
の
力
と
重
み
に
気
づ
き
、
「
こ
と
ば
の
神
秘
」
に
つ
い

て
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
イ
は
'
ヘ
レ
ン
が
こ
と
ば
の
獲
得
を
「
精

神
革
命
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
も
触
れ
'
名
付
け
る
こ
と
の
意
味
を

通
し
て
、
こ
と
ば
の
機
能
を
と
ら
え
た
随
筆
で
あ
る
。
こ
と
ば
の

機
能
を
人
間
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
す
る
の
が
'

教
材
ウ
で
あ
る
。
教
材
ア
イ
ウ
は
、
ア
を
導
入
教
材
、
イ
・
ウ
を

発
展
教
材
と
し
て
関
連
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
生
徒
は
、

指
導
者
が
多
-
の
こ
と
ば
を
費
や
さ
な
-
と
も
、
関
心
に
し
た

が
っ
て
、
ア
イ
ウ
の
教
材
を
読
み
進
め
へ
　
こ
と
ば
の
機
能
に
関
す

る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

②
身
近
な
こ
と
ば
を
教
材
と
し
た
授
業

「
指
導
目
標
」
の
「
②
」
「
③
」
の
達
成
の
た
め
に
へ
　
「
ウ
ク
・

ウ
カ
ブ
」
な
ど
'
日
常
的
に
用
い
る
類
義
語
1
組
を
教
材
と
し
'

学
習
を
進
め
る
。
ア
、
日
常
的
に
使
用
し
な
が
ら
、
意
味
の
相
違
へ

使
い
分
け
が
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
関
心
を
起
こ
さ
せ
る
'

ィ
、
用
例
を
経
験
か
ら
採
集
し
検
討
で
き
る
と
い
う
点
か
ら
、
積

極
的
な
学
習
が
見
込
ま
れ
る
。

③
手
引
き
を
利
用
し
た
表
現
指
導

「
指
導
目
標
」
　
の
　
「
④
」
　
の
た
め
に
へ
　
学
習
の
手
引
き
を
利
用

さ
せ
る
。
手
引
き
は
、
ア
、
序
論
・
本
論
・
結
論
の
書
き
出
し
例
、

及
び
展
開
の
た
め
の
文
型
を
示
し
た
、
ィ
、
論
の
展
開
の
た
め
に

「
最
初
に
'
ま
た
'
次
に
へ
　
つ
い
で
へ
　
以
上
」
な
ど
の
つ
な
ぎ
の

語
を
具
体
的
に
示
し
た
、
ま
た
、
ウ
'
「
～
に
つ
い
て
は
～
の
意
味

で
あ
る
。
」
「
以
上
か
ら
～
で
あ
る
と
い
え
る
。
」
へ
「
例
え
ば
～
で
あ

る
。
」
な
ど
の
文
型
を
用
意
し
、
考
え
を
1
般
化
へ
具
体
化
で
き
る

よ
う
に
配
慮
し
'
生
徒
が
筋
道
立
て
て
書
き
進
め
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
。

④
指
導
過
程
・
指
導
形
態
の
工
夫

指
導
過
程
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
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ア
、
　
　
　
　
の
指
導
過
程
を
組
み
、
I
に
①
1
②
1
③
の
、

H
に
①
1
②
1
③
の
過
程
を
組
む
こ
と
で
、
生
徒
が
興
味
を
持
続

し
'
積
極
的
に
学
習
に
取
り
組
む
よ
う
に
配
慮
し
た
ー
-
・
K
・

H
の
関
係
は
、
I
と
E
と
が
ゆ
る
や
か
な
「
導
入
1
展
開
」
の
関

係
と
な
り
、
Ⅲ
が
、
I
と
H
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ま
と
め
」
と
な
る
と

考
え
た
。

ィ
、
「
指
導
目
標
」
の
「
③
」
を
達
成
す
る
た
め
に
、
I
に
①
基
本

1
③
応
用
の
過
程
を
組
み
へ
③
を
班
学
習
と
し
へ
生
徒
が
主
体
的

に
活
動
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
。
ウ
'
「
指
導
目
標
」
の
「
①
」
の

た
め
に
、
H
に
、
関
連
教
材
を
生
か
し
①
1
②
1
③
1
の
過
程
を

組
み
、
①
を
②
③
の
導
入
と
考
え
た
。

3
　
時
期
・
対
象

時
期
-
1
九
九
四
年
二
学
期
　
対
象
-
三
年
生
　
二
組

(
四
三
名
)
、
三
組
(
四
四
名
)
へ
九
組
(
四
三
名
)

」
サ
!
」
サ

ア
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
(
ジ
ョ
ゼ
フ
・
P
・
ラ
ッ
シ
ュ
　
中
村
妙
子

訳
　
「
新
現
代
文
』
　
三
省
堂
)

イ
「
鳥
と
名
と
」
(
唐
木
順
三
『
精
選
国
語
-
　
新
改
訂
版
』
明
治

書
院
)

ウ
「
こ
と
ば
と
文
化
」
(
鈴
木
孝
夫
『
こ
と
ば
と
文
化
』
岩
波
新
書
)

5
　
展
開
計
画

I
　
独
自
の
意
味
を
担
う
こ
と
ば
　
(
三
時
間
-
学
習
計
画
の
説

明
・
班
分
け
も
含
む
)

①
基
本
学
習
(
1
斉
学
習
)
-
「
準
備
と
用
意
」
に
つ
い
て
考
え
る
-

②
応
用
学
習
(
班
別
学
習
)
-
-
意
味
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
I

「
ウ
ク
・
ウ
カ
ブ
」
へ
　
「
シ
マ
ウ
・
カ
タ
ヅ
ケ
ル
」
へ
「
ト
リ
ア
エ

ズ
・
イ
チ
オ
ウ
」
、
「
ナ
カ
・
ウ
チ
」
、
「
ア
ケ
ル
・
ヒ
ラ
タ
」
へ
　
「
サ

ケ
ル
・
ヨ
ケ
ル
」
な
ど
か
ら
一
組
を
選
び
、
意
味
の
相
違
を
考
え

る
。

H
　
こ
と
ば
の
機
能
(
七
時
間
)

-
　
こ
と
ば
の
神
秘
(
①
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
②
「
烏
と
名
と
」
)

2
　
こ
と
ば
と
文
化
(
①
「
こ
と
ば
と
文
化
」
)

m
　
小
論
文
　
(
一
時
間
)

〓
　
授
業
の
展
開

-
　
独
自
の
意
味
を
担
う
こ
と
ば
の
学
習

(
-
)
基
本
学
習
(
1
斉
授
業
)
-
「
準
備
と
用
意
」
に
つ
い
て
考

え
る
-

授
業
は
'
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。
①
導
入
-
例
文
と
し
て
「
弁

当
の
　
(
　
)
を
す
る
」
な
ど
を
用
い
、
準
備
、
用
意
ど
ち
ら
か
を

入
れ
さ
せ
、
両
者
の
意
味
の
相
違
に
関
心
を
持
た
せ
る
。
②
展

開
-
ア
t
　
共
通
の
用
い
方
、
イ
'
相
違
し
た
用
い
方
の
例
を
挙
げ

さ
せ
'
共
通
の
場
合
の
意
味
へ
相
違
す
る
場
合
の
意
味
を
考
え
さ

せ
る
。
③
ま
と
め
-
・
時
間
・
塁
・
確
実
性
と
い
う
観
点
か
ら
「
準

備
」
と
「
用
意
」
の
意
味
用
法
を
ま
と
め
へ
意
味
用
法
を
と
ら
え

る
方
法
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
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(
2
)
　
学
習
計
画
の
提
示

「
準
備
と
用
意
」
の
相
違
を
考
え
る
学
習
を
終
え
た
後
、
「
こ

の
「
帥
展
開
計
画
」
に
掲
げ
た
学
習
の
全
体
計
画
を
生
徒
に
明
ら

か
に
し
た
。
そ
の
際
、
次
の
二
点
の
学
習
目
標
を
併
せ
て
、
プ
リ

ン
ト
し
'
生
徒
に
示
し
た
。

ア
、
こ
と
ば
の
機
能
に
つ
い
て
理
解
し
'
こ
と
ば
と
私
た
ち
の

係
わ
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

ィ
、
こ
と
ば
の
意
味
を
と
ら
え
る
方
法
を
学
び
、
い
-
つ
か
の

こ
と
ば
を
例
に
、
こ
と
ば
の
意
味
を
注
意
探
-
考
え
る
。

生
徒
を
十
班
に
分
け
、
「
ウ
ク
・
ウ
カ
ブ
」
、
「
シ
マ
ウ
・
カ
タ
ヅ

ケ
ル
」
な
ど
'
先
に
挙
げ
た
こ
と
ば
の
中
か
ら
各
班
一
組
の
こ
と

ば
を
選
び
、
そ
の
意
味
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
、
考
察
さ

:
a
a

(
3
)
応
用
学
習
(
班
別
学
習
)
-
意
味
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
-

各
班
へ
　
選
ん
だ
こ
と
ば
1
組
の
使
用
例
を
挙
げ
、
意
味
の
共
通

点
・
相
違
点
の
考
察
を
行
っ
た
。
生
徒
は
'
興
味
を
持
っ
て
取
り

組
ん
だ
。
意
味
の
考
察
を
巡
っ
て
活
発
に
討
議
す
る
な
ど
'
活
動

は
横
極
的
で
熱
心
で
あ
っ
た
。
ま
と
め
た
も
の
は
十
分
で
は
な
い

が
、
学
習
を
通
し
て
こ
と
ば
の
意
味
を
と
ら
え
る
方
法
(
こ
と
ば

の
採
集
・
類
別
、
比
較
)
を
学
び
、
こ
と
ば
が
独
自
の
意
味
を

持
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

一
例
と
し
て
、
「
サ
ケ
ル
・
ヨ
ケ
ル
」
に
関
す
る
ま
と
め
を
、
次
に

掲
げ
る
。

こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る

[
考
察
語
】

(
サ
ケ
ル
・
ヨ
ケ
ル
)

-

'

ア

~

」

サ

◇
用
例

サ
ケ
ル

三
年
二
組
ォ
.
W
.
K
・
>
*
)

・
水
た
ま
り
を

-
一 サ

ケ
ル

ヨ
ケ
ル

m
f
^
C
を

◇
悲
味

・
の
ぞ
ま
し
く
な
い
も
の
か
ら
遠
ざ
か
る
。
・
出
会
わ
な
い
よ
う
に
、

わ
き
へ
退
く
。

2
　
相
違

(
-
)
　
考
察
語
　
(
サ
ケ
ル
)

◇
用
例

・
危
険
を
サ
ケ
ル
・
乱
歩
な
言
葉
を
サ
ケ
ル
・
人
目
を
サ
ケ
ル
・
暑

さ
を
サ
ケ
ル
・
悪
友
を
サ
ケ
ル

,<p咋

心
の
中
で
そ
の
も
の
に
遭
遇
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
る
.
遠
出
す
る
。

は
ば
か
る
。

(
2
)
考
察
語
(
ヨ
ケ
ル
)

◇
用
例

・
車
を
ヨ
ケ
ル
・
と
ん
で
き
た
ポ
ー
ル
を
ヨ
ケ
ル

◇
意
味

・
実
際
に
身
を
か
わ
す
。
防
ぐ
。
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2
　
こ
と
ば
の
機
能
の
学
習

こ
と
ば
の
機
能
に
関
し
、
①
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
と
②
「
鳥
と
名

と
」
へ
及
び
③
「
こ
と
ば
と
文
化
」
を
教
材
に
授
業
を
進
め
た
。

①
に
つ
い
て
へ
生
徒
は
'
強
い
関
心
を
も
っ
て
学
習
し
、
こ
と
ば

に
つ
い
て
考
え
た
。
授
業
後
に
書
か
せ
た
感
想
に
、
生
徒
は
'
「
私
達

が
い
つ
も
何
げ
な
-
使
っ
て
い
る
言
葉
が
ど
ん
な
に
重
要
な
も
の
か

と
言
う
こ
と
、
そ
し
て
へ
　
そ
れ
を
ヘ
レ
ン
の
様
な
障
害
を
も
つ
人
に

と
っ
て
習
得
す
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
困
難
か
と
言
う
こ
と
が
わ
か
り
、

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
」
　
(
W
T
女
)
、
「
僕
は
、
『
こ
と
ば
』
に
つ
い

て
へ
今
ま
で
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
'
『
こ
と
ば
』
の
働
き
へ
あ

り
が
た
さ
な
ど
へ
　
こ
の
物
語
を
通
し
て
理
解
し
た
。
」
　
(
K
K
男
)
　
と

記
し
て
い
る
　
f
e
<
H
W
C
*
=
水
に
気
づ
い
た
へ
レ
ン
の
心
に
「
こ

と
ば
の
神
秘
」
が
ひ
ら
め
-
。
こ
の
「
こ
と
ば
の
神
秘
」
に
関
す
る

理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
、
つ
づ
い
て
'
②
を
扱
っ
た
が
'
生

徒
に
と
っ
て
は
や
や
難
解
な
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

③
は
、
ア
、
「
始
め
に
こ
と
ば
あ
り
き
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
'

説
明
し
な
さ
い
'
ィ
、
「
机
」
を
定
義
し
て
み
な
さ
い
、
ウ
、
「
机
」

の
定
義
の
試
み
か
ら
、
筆
者
が
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
'

ま
と
め
な
さ
い
、
エ
'
「
三
つ
の
言
語
に
よ
る
内
容
の
相
違
」
の
意
味

す
る
こ
と
を
説
明
し
な
さ
い
、
と
い
う
「
学
習
課
題
」
を
与
え
授
業

を
進
め
た
。
生
徒
は
関
心
を
も
っ
て
読
ん
だ
と
思
う
が
'
理
解
は
十

分
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

こ
こ
に
①
の
学
習
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
'
生
徒
の
ノ
ー
ト
の

一
部
を
掲
げ
る
。

◇
ア
ニ
ー
の
教
育

・
道
理
に
か
な
っ
た
服
従

「
理
由
や
意
味
の
あ
る
服
従

「
マ
ナ
ー
へ
　
日
常
生
活
の
し
っ
け

訓
練
の
た
め
の
服
従

・
二
つ
の
意
志
の
闘
い

へ
レ
ン
1
し
た
い
よ
う
に
す
る
、
気
質
特
別
な
意
味
を
も
っ

一
　
て
自
由
に
行
動
し
よ
う
と
す
る

ア
ニ
ー
1
し
つ
け
、
愛
情

q
S
J

離
れ
家
で
の
生
活

・
ア
ニ
ー
の
他
に
頼
る
も
の
が
な
い
と
い
う
状
況
。

ヘ
レ
ン
に
服
従
・
従
順
を
学
ば
せ
る
。

・
家
族
に
対
し
て

ias

・
余
計
な
つ
ら
い
思
い
へ
悲
し
み
を
昧
あ
わ
せ
な
い
配
慮

・
干
渉
さ
せ
な
い

◇
ヘ
レ
ン
の
飛
躍

・
従
順
な
自
制
心
の
あ
る
子
供
へ
の
変
化

:
J
と
ば
の
神
秘
の
理
解

S
S
■
■
■

・
自
分
と
他
の
人
と
を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
T
つ
の
か

ぎ
ー
伝
達

・
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
は
名
前
が
あ
る
。

・
他
の
も
の
を
と
ら
え
る
(
確
認
す
る
)
働
き
が
あ
る
-
理
解
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3
　
小
論
文
の
学
習

次
の
手
引
き
を
配
付
し
'
小
論
文
を
書
か
せ
た
。
1
時
間
を
取
り
、

後
は
家
庭
学
習
と
し
た
。
手
引
き
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ

し
へ
　
「
冒
」
と
ば
の
機
能
』
　
の
書
き
方
」
は
省
略
し
た
。

小
論
文
の
書
き
方

1
　
次
の
二
つ
の
う
ち
ど
ち
ら
か
を
選
ん
で
小
論
文
を
古
き
な
さ
い
。

①
　
類
義
語
の
意
味
用
法

②
　
こ
と
ば
の
機
能

2
　
「
類
義
語
の
意
味
用
法
」
　
の
書
き
方

(
-
)
　
題
名

例
-
「
ジ
ュ
ン
ビ
」
と
「
ヨ
ウ
イ
」
の
意
味
用
法

「
ウ
ク
」
と
「
ウ
カ
ブ
」
　
の
意
味
用
法

(
2
)
　
構
成

ア
　
序
論
-
小
論
文
を
書
-
動
機
・
目
的
・
方
法
な
ど

[
例
]
-
類
義
語
の
使
用
に
は
、
し
ば
し
ば
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

こ
と
ば
を
的
確
に
用
い
る
た
め
に
も
、
そ
の
意
味
用
法
を
明
確
に

と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
類
義
語
の
一

例
と
し
て
'
「
ジ
ュ
ン
ビ
」
と
「
ヨ
ウ
イ
」
を
取
り
上
げ
へ
そ
の
用

例
を
検
討
し
て
'
意
味
用
法
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

イ
　
本
論
-
-
中
心
と
な
る
問
題
を
考
察
し
'
筋
道
だ
て
て
述
べ
る
。

[
例
]
-
薗
捌
吋
へ
二
語
の
共
通
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
い
。
例
え
ば
、
こ
の
二
語
に
は
'
次
の
よ
う
な
用
例
が

見
ら
れ
る
。

①②③

習
~
叫
耳
は
、
・
・
-
ゐ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
③
に

刊
叫
可
叫
　
の
意
味
で
あ
る
o
以
上
か
ら
'
共
通
の
意
味
と
し

て
は
'
　
で
あ
る
と
い
え
る
0
割
、
こ
の
用
法
は
、
-
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

剤
叫
'
二
語
の
相
違
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
、
「
ヨ

ウ
イ
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
へ
検
討
す
る
。

①②③④
①
に
つ
い
て
は
へ

-
-
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
②
③
に

可
叫
刊
叫
　
の
意
味
で
あ
る
.
創
出
」
4
叫
誠
忠
叫
-
-
の
意
味
で

あ
る
。
別
皿
可
引
、
「
ヨ
ワ
イ
」
の
意
味
と
し
て
は
・
・
・
I
で
あ
る
と

い
え
る
。
剖
山
叫
、
こ
の
用
法
は
、
・
・
・
-
と
考
え
ら
れ
る
。

可
叫
刊
、
「
ジ
ュ
ン
ビ
」
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
省
略
)

ウ
　
結
論
　
全
体
の
ま
と
め

「
例
」
一
助
j
j
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

①②
[
参
考
文
献
]
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三
　
学
習
者
の
表
現

-
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
の
学
習

三
ク
ラ
ス
の
う
ち
、
一
ク
ラ
ス
は
広
-
感
想
を
書
か
せ
'
他
の
二

ク
ラ
ス
に
つ
い
て
は
へ
　
「
こ
と
ば
の
神
秘
」
に
関
し
て
考
え
た
こ
と
を

書
か
せ
た
。
こ
こ
で
は
、
前
者
の
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
の
感
想
を
紹

介
す
る
。

ぱ
を
理
解
し
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
「
暗
黒
の
世
界
」
か
ら
解
放
さ
れ

る
に
至
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
生
徒
は
、
こ
こ
ろ
に
探
-
受
け
止
め
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑤
は
'
生
徒
の
そ
の
よ
う
な
思
い
に
責
付
け
ら

れ
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
生
徒
は
'
「
愛
と
光
へ
の
旅
」
に
心
を

動
か
さ
れ
な
が
ら
、
こ
と
ば
へ
の
関
心
を
深
め
、
そ
の
力
と
素
晴
ら

し
さ
を
理
解
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

2
　
小
論
文

次
に
、
類
義
語
の
意
味
用
法
、
こ
と
ば
の
機
能
に
関
す
る
小
論
文

を
各
1
遍
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
生
徒
は
、
三
重
苦
を
背
負
っ
た
ヘ
レ
ン
の
置
か
れ
た
状
況
を

①
の
よ
う
に
想
像
し
、
②
の
よ
う
に
同
情
を
寄
せ
る
。
ヘ
レ
ン
が
④

の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
も
'
③
の
た
め
で
あ
る
と
的
確
に
捉
え
て
い

る
。
サ
リ
バ
ン
先
生
の
献
身
的
な
努
力
に
よ
っ
て
、
ヘ
レ
ン
が
こ
と

「
サ
ケ
ル
」
と
「
ヨ
ケ
ル
」
の
意
味
用
法

私
た
ち
は
日
本
人
で
あ
る
が
、
日
本
人
で
も
や
は
り
郡
義
語
の
区
別
に
は

頭
を
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
例
と
し
て
'
「
サ
ケ
ル
」
と
「
ヨ

ケ
ル
」
　
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。

L
Z
川
に
、
こ
の
二
語
の
共
過
の
熊
叫
に
つ
い
て
明
・
;
ふ
に
し
た
い
。
刷
山

域
こ
の
二
語
に
は
'
①
水
た
ま
り
を
サ
ケ
ル
・
ヨ
ケ
ル
。
②
車
を
サ
ケ
ル
・

ヨ
ケ
ル
。
な
ど
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。
①
に
つ
い
て
は
へ
望
ま
し
く

な
い
も
の
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
②
に
つ
い
て
は
へ
　
出

会
わ
な
い
よ
う
に
わ
き
へ
退
-
と
い
う
意
味
だ
か
ら
'
共
通
の
意
味
は
あ
る

も
の
に
自
分
が
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
遠
の
く
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
。

次
に
'
二
語
の
相
違
に
つ
い
で
明
引
叫
q
u
J
叫
叫
.
封
へ
「
サ
ケ
ル
」
に

は
'
①
危
険
を
サ
ケ
ル
。
②
人
目
を
サ
ケ
ル
。
③
悪
友
を
サ
ケ
ル
。
④
乱
暴

な
言
葉
を
サ
ケ
ル
。
⑤
暑
さ
を
サ
ケ
ル
。
な
ど
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
①
～
⑤

よ
り
、
「
サ
ケ
ル
」
の
意
味
は
、
心
の
中
で
そ
の
も
の
に
遭
遇
し
な
い
よ
う
に

心
が
け
る
t
と
言
え
る
。
可
叫
刊
、
「
ヨ
ケ
ル
」
に
は
'
①
飛
ん
で
き
た
ポ
ー

ル
を
ヨ
ケ
ル
。
②
-
も
の
巣
を
ヨ
ケ
ル
。
な
ど
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
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て
①
②
よ
り
、
「
ヨ
ケ
ル
」
の
意
味
は
、
あ
る
も
の
か
ら
実
際
に
身
を
か
わ

す
、
と
言
え
る
。

叫
日
月
、
こ
の
類
義
語
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
'
「
サ
ケ
ル
」
も

「
ヨ
ケ
ル
」
　
も
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
が
ち
だ
が
'
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
意
味
を
も
っ
て
お
り
へ
　
そ
れ
は
'
「
ヨ
ケ
ル
」
は
体
を
動
か
し
て
遠
ざ
か

る
行
為
で
あ
る
が
'
「
サ
ケ
ル
」
は
そ
う
で
は
な
-
'
自
分
の
意
志
に
よ
っ

て
へ
　
心
の
中
で
そ
の
も
の
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ

れ
か
ら
こ
う
い
っ
た
類
義
語
に
数
多
-
出
会
う
こ
と
に
な
る
が
'
そ
の
時
は

一
度
立
ち
止
ま
っ
た
じ
っ
-
り
考
え
て
み
る
の
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

(
Y
K
女
)
　
[
原
文
通
り
]

考
察
へ
　
表
現
は
十
分
で
は
な
い
が
、
両
者
の
意
味
用
法
の
根
本
的

な
相
違
に
迫
っ
て
い
る
。
意
味
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
へ
　
そ

れ
ぞ
れ
の
用
法
を
挙
げ
、
比
較
検
討
す
る
と
い
う
'
授
業
で
学
ん
だ

方
法
が
忠
実
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
論
の
展
開
は
'
文
中
の
傍
線
部

に
明
ら
か
な
よ
う
に
'
手
引
き
「
小
論
文
の
書
き
方
」
　
に
掲
げ
た
展

開
に
沿
っ
て
な
さ
れ
'
一
定
の
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。

類
義
語
の
意
味
用
法
に
関
す
る
小
論
文
を
書
い
た
生
徒
は
三
七
名

で
あ
っ
た
。
用
例
の
分
析
へ
　
考
察
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
が
、
す
べ

て
、
用
例
を
集
め
、
類
別
し
、
比
較
検
討
し
て
'
意
味
の
共
通
点
と

相
違
点
を
と
ら
え
る
と
い
う
方
法
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
一
名

を
除
-
全
員
が
、
序
論
1
本
論
　
(
共
通
点
1
相
違
点
)
　
1
結
論
と
い

う
展
開
で
あ
っ
た
。
他
の
一
名
は
、
序
論
1
本
論
　
(
共
通
点
1
相
違

点
)
　
と
い
う
展
開
で
'
結
論
が
な
か
っ
た
。

こ
と
ば
の
梯
能

私
達
を
含
め
て
全
て
の
人
間
が
集
団
で
生
活
を
す
る
場
合
に
、
必
要
不
可

欠
な
こ
と
ば
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
封
へ
　
こ
と
ば
の
も
つ
働
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
私
達
は
た
く
さ

ん
の
こ
と
ば
の
中
で
生
活
し
て
い
る
。
そ
れ
は
周
り
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
、
名
前
と
い
う
か
呼
び
方
が
あ
る
か
ら
で
'
私
達
が
五
感
で
感
じ
ら
れ

る
も
の
に
は
全
て
と
い
え
る
程
に
呼
び
方
が
あ
る
。
で
は
'
呼
び
方
が
あ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
'
②
あ
る
も
の
を
へ
　
そ
の
呼
び
方
を
使
っ

て
表
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
達
が
あ
る
も
の
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ

引
。
こ
と
ば
は
私
達
に
そ
の
周
り
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
認
識
さ
せ
る

と
い
う
働
き
が
あ
る
。

③
次
に
へ
④
私
達
は
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
に
対
し
て
自

分
の
意
志
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
⑤
袋
団
で
生
活
を
す
る
際

に
最
も
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
O
　
な
ぜ
な
ら
へ
⑥
自
分
の
考
え
も
意
志
も
他
人

の
も
互
い
に
わ
か
ら
な
け
れ
ば
社
会
の
流
れ
が
悪
-
な
る
L
へ
⑦
他
人
と
の

関
係
が
非
常
に
少
な
-
な
る
だ
ろ
う
。

⑧
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
て
み
て
'
人
と
こ
と
ば
は
'
切
り
離
す

こ
と
の
で
き
な
い
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
'
人
を

助
け
て
き
て
い
る
。
人
間
の
社
会
の
挽
能
を
支
え
'
歴
史
を
支
え
へ
　
文
化
を

支
え
て
い
る
O
　
そ
し
て
へ
　
そ
れ
と
と
も
に
人
間
自
体
を
も
支
え
て
い
る
。
ま

た
認
識
機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ば
の
機
能
と
い
っ
て
ま
ず
で
て
く
る
の
は

こ
の
機
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O
　
そ
れ
ほ
ど
'
当
然
で
並
日
通
な
機
能
で
あ
り
'

最
も
田
要
な
械
能
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
　
(
<
f
>
>
-
男
)
　
[
番
号
・
傍
線
は

渡
辺
が
施
し
た
]
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こ
と
ば
の
持
つ
働
き
を
'
認
識
機
能
と
伝
達
機
能
の
二
点
か
ら
と

ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
呼



び
方
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
へ
　
そ
の
意
味
と
理
由
に
つ
い
て

②
と
述
べ
て
い
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
④
に
そ
の
機
能
が
説
明
さ

れ
、
そ
の
意
義
が
'
⑥
と
⑦
と
い
う
点
を
踏
ま
え
て
'
⑤
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

論
の
展
開
は
'
序
論
、
本
論
へ
結
論
と
明
確
で
、
①
③
⑧
と
つ
な

ぎ
の
こ
と
ば
を
用
い
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
小
論
文
の
手
引

き
」
を
参
考
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
生
徒
の
場
合
、
表
現

が
未
熟
で
'
論
の
説
明
へ
　
展
開
に
も
不
十
分
な
点
が
見
ら
れ
る
。
し

か
し
'
序
論
へ
本
論
、
結
論
と
い
う
展
開
枠
に
沿
っ
て
「
こ
と
ば
の

機
能
」
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
推
駁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明

確
な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
'
1
例
を
挙
げ
た
が
、
他
に
、
こ
と
ば
の
機
能
に
関
連

さ
せ
、
「
こ
と
ば
の
使
用
」
「
こ
と
ば
と
文
化
」
「
こ
と
ば
と
物
」
「
こ

と
ば
と
外
国
語
」
な
ど
の
題
で
書
い
た
も
の
が
見
ら
れ
た
。

四
　
お
わ
り
に
-
考
察
と
今
後
の
課
題

活
性
化
の
た
め
の
方
法
と
し
て
用
い
た
、
次
の
四
点
を
中
心
に
考

察
し
た
い
。

①
教
材
の
関
連
性
を
生
か
し
た
授
業
の
組
み
立
て

「
愛
と
光
へ
の
旅
」
は
、
「
三
　
学
習
者
の
表
現
」
で
見
た
よ
う

に
'
感
動
と
と
も
に
、
生
徒
の
こ
と
ば
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、

こ
と
ば
の
力
と
重
み
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。
導
入
教
材
と
し
て

有
効
に
働
い
た
と
考
え
る
。
「
鳥
と
名
と
」
は
、
ヘ
レ
ン
が
獲
得
し

た
こ
と
ば
の
機
能
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
生
徒
に
は

や
や
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
の
機
能
に
つ

い
て
考
え
る
方
向
性
を
生
徒
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
た
と
考
え
る
。

「
も
の
と
こ
と
ば
」
は
'
「
烏
と
名
と
」
で
提
起
さ
れ
た
問
題
を
、

さ
ら
に
深
め
る
よ
う
機
能
し
た
と
考
え
る
が
'
断
定
は
避
け
た
い
。

「
指
導
目
標
」
の
「
①
」
は
お
お
む
ね
達
成
さ
れ
た
と
考
え
る
。

し
か
し
'
ど
の
よ
う
な
教
材
を
ど
う
関
連
づ
け
、
ど
の
よ
う
な
価

値
あ
る
認
識
に
至
ら
せ
る
の
か
、
ま
た
へ
　
そ
の
有
効
性
は
ど
の
よ

う
に
検
証
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
は
'
教
材
開
発
と
と
も
に
今

後
の
課
題
で
あ
る
。

②
身
近
な
こ
と
ば
を
教
材
と
し
た
授
業

類
義
語
に
関
す
る
学
習
に
、
生
徒
は
'
積
極
的
に
生
き
生
き
と

取
り
組
ん
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
は
へ
指
導
過
程
、
指
導
形
態
と
も

関
わ
っ
て
'
生
徒
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
指
導
目
標
」
の
「
②
」
「
③
」
は
、
お
お
む
ね

達
成
で
き
た
と
考
え
る
が
、
「
②
」
に
つ
い
て
は
、
感
触
の
域
を
出

な
い
。

「
③
」
は
'
班
学
習
の
ま
と
め
か
ら
も
'
「
三
　
学
習
者
の
表
現
」

の
小
論
文
か
ら
も
達
成
で
き
た
と
考
え
る
。

今
後
に
'
生
徒
の
身
近
な
言
語
生
活
、
言
語
経
験
を
生
か
し
た
授

業
に
積
極
的
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
る
。

③
手
引
を
利
用
し
た
表
現
指
導

生
徒
の
ほ
と
ん
ど
が
、
小
論
文
を
書
-
た
め
の
手
引
き
を
、
下

敷
き
と
し
て
'
あ
る
い
は
参
考
と
し
て
小
論
文
を
書
い
て
い
た
。
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特
に
類
義
語
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
'
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
「
指
導
目
標
」
　
の
「
④
」
は
お
お
む
ね
達
成
で
き
た
と
考
え

る
。
今
後
は
、
柔
軟
な
展
開
を
可
能
と
す
る
手
引
き
の
作
成
も
必

要
で
あ
る
。

④
指
導
過
程
・
指
導
形
態
の
工
夫

「
I
」
に
基
本
1
応
用
の
過
程
を
組
ん
だ
こ
と
は
'
「
指
導
目
標
」

の
「
③
」
の
達
成
の
た
め
に
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
「
I
H
m
」

の
指
導
過
程
は
、
関
連
し
合
っ
て
、
こ
と
ば
へ
の
認
識
を
深
め
る

の
に
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。
指
導

過
程
と
関
連
づ
け
t
 
l
斉
・
班
別
・
個
別
と
形
態
を
変
え
、
生
徒

の
主
体
的
学
習
の
場
を
与
え
る
こ
と
は
'
認
識
を
深
め
、
技
能
を

育
成
す
る
上
で
も
有
効
だ
と
考
え
る
。

全
体
と
し
て
'
「
指
導
目
標
」
の
「
③
」
は
'
あ
る
程
度
達
成
で
き

た
と
考
え
る
。
し
か
し
'
「
⑤
」
は
'
ほ
と
ん
ど
達
成
で
き
な
か
っ

た
。
今
後
に
期
し
た
い
。
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