
国
語
科
に
お
け
る
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
の
検
討

R
e
a
d
i
n
g
 
A
-
o
u
d
 
i
ロ
J
a
p
a
n
e
s
e
 
L
a
n
g
u
a
g
e
 
E
d
u
c
a
t
i
o
n

は

　

じ

　

め

　

に

か
っ
て
カ
セ
ッ
ト
で
宮
沢
賢
治
の
｢
永
訣
の
朝
｣
を
､
詩
人
の
草
野
心
平
が

｣
蝣

朗
読
す
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
あ
ま
-
に
素
っ
気
な
い
読
み
ぶ
り
に

～
ぷ
L
.
一

｢
あ
れ
っ
｣
と
い
う
気
を
い
だ
い
*
i
こ
と
が
あ
る
｡
ま
た
'
中
学
校
の
国
語
の

授
業
を
参
観
し
て
い
た
時
に
'
生
徒
達
に
よ
る
教
材
文
の
朗
読
が
あ
っ
た
｡
そ

の
時
に
ボ
ソ
ボ
ソ
し
た
生
気
の
な
い
読
み
方
を
す
る
の
が
い
た
-
'
中
に
は
つ

か
え
つ
か
え
読
む
生
徒
も
い
て
'
｢
音
読
と
朗
読
は
ど
こ
が
ど
ん
な
に
違
う
の

･托一｡.

だ
ろ
う
か
｡
｣
と
い
う
思
い
を
持
っ
た
｡

‥

:

*

?

｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
の
概
念
の
違
い
を
論
じ
た
文
献
が
あ
る
の
で
は
と
探
し
て

み
た
が
'
そ
れ
ぞ
れ
の
音
読
論
･
朗
読
論
は
あ
っ
て
も
諸
説
を
本
格
的
に
比
較

‥
作
五

し
検
討
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
｡

そ
こ
で
本
稿
で
は
'
国
語
科
に
お
け
る
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
の
検
討
を

し
て
み
た
い
｡
た
だ
今
回
は
入
手
で
き
た
最
近
の
文
献
の
み
に
よ
る
比
較
検
討

新

　

名

　

主

　

　

　

健

　

　

一

(
一
九
九
四
年
十
月
十
七
日
　
受
理
)

K
e
n
i
c
h
i
 
S
i
n
m
i
y
o
u
z
u

で
'
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
｡

Ⅰ

管
見
に
よ
る
と
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
の
区
別
は
大
き
-
五
つ
に
分
類
で

き
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
分
け
る
根
拠
と
な
る
引
用
文
を
示
し
､
わ
か
り
や

す
-
す
る
た
め
に
図
示
し
な
が
ら
説
明
し
た
い
｡

-
盟
-
-
昭
和
五
十
三
年
改
訂
の
指
導
要
領
の
考
え
方
に
近
い
も
の
｡
音
読

は
理
解
'
朗
読
は
表
現
と
い
う
考
え
方
｡

2
型
-
-
読
み
手
自
身
の
表
現
意
識
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
る
｡

3
型
-
-
｢
朗
読
｣
と
は
'
｢
こ
と
｣
｢
こ
こ
ろ
｣
｢
こ
と
ば
｣
　
の
三
位
一
体
し

た
も
の
を
音
声
化
し
た
も
の
と
す
る
｡



し

2

4
型
-
-
聞
き
手
意
識
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
る
も
の
｡

5
型
-
-
｢
音
読
｣
概
念
を
広
義
と
狭
義
に
分
け
た
も
の
｡
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Ⅰ
の
A
型

昭
和
五
三
年
改
訂
の
学
習
指
導
要
領
以
来
'
音
読
は
｢
理
解
｣
領
域
と
し
て
'

朗
読
は
｢
表
現
｣
領
域
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
｡

音
読
･
朗
読
に
つ
い
て
は
｢
音
読
指
導
は
'
い
わ
ば
朗
読
指
導
の
た
め
の
前

提
と
し
て
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
｡
｣
と
か
'
｢
『
声
に
出
し
て
読

む
』
と
い
う
レ
ベ
ル
の
音
読
を
'
よ
-
み
が
き
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
音
読

の
完
成
段
階
と
し
て
の
朗
読
'
音
読
の
理
想
的
レ
ベ
ル
と
し
て
の
読
み
方
に
ま

｣
C
S

で
高
め
る
こ
と
が
今
後
の
国
語
教
育
の
な
か
で
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
｣

と
い
う
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

(
以
下
'
こ
の
文
は
略
す
)

③
中
学
年
ま
で
は
-
�
"
�
"
�
"
(
略
･
引
用
者
)
音
読
は
朗
読
へ
の
山
過
程
で
あ
り
'

主
し
L

朗
読
の
基
礎
技
能
で
あ
､
&
.
｣

こ
れ
は
Ⅰ
の
A
型
を
内
容
面
か
ら
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
｡

次
の
よ
う
な
と
ら
え
方
も
同
類
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

｢
読
み
手
の
読
解
内
容
を
声
で
表
現
す
る
朗
読
と
'
適
切
な
速
度
で
正
し
く

読
む
音
読
で
は
感
情
移
入
の
点
で
深
ま
-
に
差
が
あ
る
｡
内
容
の
理
解
と
完
全

注
八

に
遊
離
し
た
平
板
な
『
読
み
』
は
'
音
読
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
｡
｣

I

l

l

'

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

,

I

普

読

I
の
B
型

｢
音
読
と
朗
読
と
は
'
そ
の
境
界
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
に
せ
よ
へ
　
次
の
よ
う

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

①
朗
読
は
'
音
読
の
よ
-
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
｡

②
音
読
は
'
理
解
力
を
養
い
'
朗
読
は
表
現
力
を
養
う
も
の
で
あ
る
｡

た
だ
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
｡

｢
正
し
-
豊
か
に
文
章
の
意
味
内
容
が
読
み
と
れ
た
と
き
'
つ
ま
り
理
解
さ

れ
た
と
き
'
そ
れ
は
正
し
-
豊
か
な
読
み
声
と
な
っ
て
表
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡

つ
ま
り
音
声
表
現
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
も
し
､
心
の
こ
も
っ
た
表
現
'
美
し

い
豊
か
な
表
現
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
'
意
味
内
容
の
理
解
が
十
分

‥
什
九

で
な
い
こ
と
の
証
明
に
は
か
な
ら
な
い
｡
｣

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
｡
理
解
は
即
表
現
に
結
び
つ
-
の
か
｡
根
拠
に

乏
し
い
論
で
あ
る
｡
何
ら
か
の
音
声
上
の
工
夫
が
な
け
れ
ば
'
理
解
し
た
こ
と

が
表
現
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
教
育
の
場
で
の
考
え
方
と
し
て

は
短
絡
的
な
も
の
で
あ
る
｡



新名主:国語科における｢音読｣ ｢朗読｣概念の検討

I
の
C
型

｢
よ
い
朗
読
と
は
'
読
み
手
の
そ
の
文
章
に
対
す
る
理
解
を
読
み
手
の
言
語

表
現
力
を
働
か
せ
て
聞
き
手
に
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
理
解
と
表
現

ヽ

｢

l

l

l

が
一
つ
の
活
動
と
し
て
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
.
か
｡
｣
が
朗
読
概
念
を
あ
ら
わ

し
'｢

理
解
と
し
て
の
音
読
と
表
現
と
し
て
の
音
読
と
い
う
二
つ
の
面
が
あ
り
'

い
わ
ば
相
対
す
る
機
能
を
同
時
に
い
と
な
む
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

‥
托
十
1る

｡
｣
が
音
読
概
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡

Ⅰ
の
C
型
の
｢
理
解
｣
　
の
よ
う
に
理
解
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
と
い
う
の
と

は
異
な
り
'
自
分
の
理
解
の
た
め
と
い
う
点
と
'
表
現
よ
り
'
さ
ら
に
伝
達
と

い
う
意
図
的
な
営
み
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
加
っ
た
型
で
あ
る
｡

I
の
E
型

滑
川
道
夫
は
'
朗
読
を
｢
教
育
と
し
て
の
朗
読
｣
と
｢
芸
術
的
表
現
と
し
て

･
け
卜
-

の
朗
読
｣
と
に
分
け
､
｢
『
教
育
と
し
て
の
朗
読
』
に
は
'
四
つ
の
機
能
が
存
在

す
る
｡朗

読

㈲
理
解
機
能
(
わ
か
る
た
め
の
朗
読
)

榔
表
現
機
能
(
表
わ
す
た
め
の
朗
読
)

㈲
伝
達
機
能
(
伝
え
る
た
め
の
朗
読
)

㈲
享
受
機
能
(
聴
か
せ
る
た
め
の
朗
読
)

Ⅰ
の
D
型

｢
と
こ
ろ
で
'

こ
れ
ま
で
の
二
本
立
て
の
意
味
を
も
っ
た
朗
読
は
'
一
つ
は

自
分
の
理
解
の
た
め
､
一
つ
は
伝
達
表
現
の
た
め
の
朗
読
と
い
っ
た
別
々
の
ね

ら
い
が
あ
っ
た
｡
伝
達
を
主
に
す
る
朗
読
に
は
'
そ
の
た
め
の
基
礎
的
技
能
'

す
な
わ
ち
'
正
し
い
発
音
'
抑
揚
'
強
弱
な
ど
に
十
分
習
熟
す
る
よ
う
な
指
導

ヽ

一

1

1

が
必
要
で
あ
か
｡
｣

哩

解

3

朗
読
者
が
'
読
み
と
-
'
味
読
し
た
戊
の
を
声
に
だ
し
て
朗
読
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
'
自
分
の
理
解
を
た
し
か
め
る
と
共
に
'
い
っ
そ
う
深
い
理
解
や
鑑
賞

が
で
き
る
　
(
読
解
と
し
て
の
朗
読
)
｡
そ
の
点
で
朗
読
は
'
理
解
の
結
果
を
表

現
す
る
よ
-
も
理
解
の
過
程
的
表
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
朗
読
は
'
読

み
の
一
種
で
あ
-
'
そ
れ
を
通
し
て
読
み
を
深
め
'
日
本
語
の
美
し
さ
'
音
感
･

律
動
感
を
認
識
し
て
い
-
｡
聴
き
手
も
そ
う
で
あ
る
が
'
朗
読
者
自
身
の
読
解

も
鑑
賞
も
解
釈
も
深
ま
る
｡
理
解
の
再
現
と
追
認
以
上
に
'
微
妙
な
こ
と
ば
の

は
た
ら
き
を
深
-
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
｡
朗
読
は
読
む
こ
と
に
位
置
づ

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
印
｡
ま
た
'
理
解
･

マ
マ

解
釈
･
鑑
賞
か
ら
得
た
感
動
を
'
個
性
的
に
表
情
音
声
化
す
る
と
い
う
意
味
で

は
'
一
種
の
表
現
活
動
と
み
ら
れ
る
　
(
-
)
｡
こ
の
点
を
強
調
し
て
従
来
　
『
聞
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-
･
話
す
』
　
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
声
に
出
し
て
読

む
行
動
は
'
他
人
に
伝
え
る
と
い
う
は
た
ら
き
を
も
つ
｡
み
ん
な
に
伝
え
る
だ

け
の
目
的
の
た
め
に
朗
読
す
る
場
合
も
あ
る
が
'
朗
読
そ
の
も
の
が
伝
達
の
は

た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
制
｡
そ
の
こ
と
は
'
伝
え
ら
れ
る
相
手
に
と
っ
て
は

『
聞
く
』
と
い
う
は
た
ら
き
を
発
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
聴
-
こ
と
の
指

導
と
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
㈲
｡
他
人
の
朗
読
を
聴
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
分

の
理
解
･
解
釈
･
鑑
賞
(
感
動
)
を
た
し
か
め
た
り
'
訂
正
し
た
り
'
深
化
さ

S
-
a
-
~
蘭

せ
た
-
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｣
と
し
て
い
る
｡

･
托
十
末

み
手
の
自
信
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣
　
(
傍
点
-
-
引
用
者
)

こ
こ
で
の
｢
表
現
読
み
｣
は
5
型
の
表
現
よ
み
と
は
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
｡

滑
川
説
で
特
筆
す
べ
き
は
｢
そ
の
点
で
朗
読
は
'
理
解
の
結
果
を
表
現
す
る

よ
り
も
理
解
の
過
程
的
表
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｣
と
し
て
い
る
点
で
'

単
に
固
定
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
-
て
'
動
的
に
と
ら
え
て
い
る
点
に
特
色

が
あ
る
｡

3
型

｢
朗
読
と
は
'
文
章
を
『
こ
と
』
『
こ
こ
ろ
』
『
こ
と
ば
』
　
三
位
一
体
に
し
て

読
み
と
っ
た
こ
と
を
音
声
化
(
声
の
強
弱
･
速
度
･
間
･
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
･

プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
等
の
要
素
を
適
切
に
考
え
た
技
術
を
駆
使
し
て
)
す
る
こ
と
で

あ
る
｡
作
品
に
流
れ
る
情
感
･
登
場
人
物
の
息
吹
･
そ
の
奥
に
あ
る
作
者
の
心

注
十
六

情
な
ど
は
､
口
で
こ
と
こ
ま
か
に
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
｣

読
み
と
っ
た
こ
と
を
音
声
表
現
上
の
技
術
を
駆
使
し
て
音
声
化
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
-
t
 
I
の
B
型
で
の
説
(
理
解
即
表
現
)
と
は
異
な
る
も

の
で
方
法
上
の
技
術
の
必
要
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

2
型
(
表
現
意
識
の
有
無
)

｢
朗
読
と
い
う
表
現
活
動
は
'
し
た
が
っ
て
'
本
質
的
に
は
'
そ
の
読
み
ぶ

り
の
良
し
悪
L
は
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
上
手
に
読
ん
だ
の
は
朗
読
で
'

下
手
に
読
ん
だ
の
は
'
た
だ
の
音
読
だ
と
見
た
-
'
文
学
的
な
材
料
を
読
め
ば

朗
読
で
'
非
文
学
的
な
材
料
を
読
め
ば
音
読
だ
と
見
た
り
す
る
の
で
は
な
い
｡

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

も
と
も
と
読
み
方
の
質
に
よ
る
区
分
で
は
な
-
､
読
み
手
自
身
の
表
現
意
識
の

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

有
無
の
問
題
な
の
で
あ
る
｡
読
み
手
が
'
自
分
な
-
に
対
象
と
す
る
文
章
や
作

品
を
わ
が
も
の
と
し
'
自
分
な
-
の
表
現
を
意
図
し
実
行
で
き
る
状
況
下
で
表

現
読
み
を
す
る
と
き
'
そ
れ
を
朗
読
と
呼
ぶ
｡
よ
-
わ
か
っ
て
い
な
い
文
章
は

朗
読
で
き
な
い
｡
朗
読
の
朗
は
'
声
の
す
が
す
が
し
さ
を
意
味
し
'
そ
れ
は
読

4
の
A
型
(
聞
き
手
意
識
の
有
無
)

｢
(
朗
読
)
こ
の
文
字
の
と
お
-
'
朗
読
と
は
『
朗
々
と
』
読
む
(
聞
か
せ
る
)

の
で
す
｡
俳
優
や
声
優
の
タ
レ
ン
ト
諸
氏
が
'
舞
台
の
上
で
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に

読
む
'
あ
の
読
み
方
で
す
｡
も
ち
ろ
ん
『
聞
き
手
意
識
』
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
読
み
方
で
あ
-
'
聞
き
手
は
(
そ
の
朗
読
が
上
手
な
ら
)
う
っ
と
り
し
て
聞

-
_
:
j

き
ほ
れ
る
で
し
ょ
､
十
｡
｣

｢
と
も
か
く
朗
読
で
は
'
著
者
の
思
想
や
意
図
･
感
情
を
含
め
て
'
文
章
内

容
そ
の
も
の
を
'
で
き
る
だ
け
正
確
に
聞
き
手
に
伝
え
る
こ
と
が
'
大
切
な
条

.
ト
ト
.
-
＼

､

1

′

_

ノ

件
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
｣
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｢
朗
読
と
は
'
聞
き
手
の
存
在
を
意
識
し
な
が
ら
理
解
し
た
文
章
を
そ
の
ま

ま
音
声
化
し
'
そ
の
文
章
の
内
容
を
聞
き
手
に
正
確
に
'
印
象
的
に
伝
達
す
る

と
と
も
に
'
朗
読
者
自
身
が
そ
の
文
章
内
容
の
理
解
を
深
め
て
い
く
行
為
の
全

注
十
九

体
を
指
す
｡
｣

5
型

｢
本
書
で
は
　
『
朗
読
』
と
い
う
コ
ト
バ
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
『
音
読
』
ま
た

は
　
『
表
現
よ
み
』
と
い
う
コ
ー
バ
を
使
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
に
は
'
理
由
が
あ

り
ま
す
｡
説
明
の
都
合
上
'
次
の
よ
う
な
分
類
を
し
て
'
そ
の
解
説
を
し
ま
す
｡

4
の
B
型
(
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
は
意
識
し
な
い
)

｢
自
己
表
現
と
し
て
の
朗
読
と
は
'
こ
と
ば
を
か
え
て
い
え
ば
　
『
味
わ
い
と

し
て
の
朗
読
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
い
よ
い
よ

味
わ
い
が
深
く
な
る
よ
う
な
'
読
む
者
の
た
め
の
朗
読
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
朗
読
は
'
人
に
聞
か
せ
る
こ
と
'
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

注
二
〇

の
で
は
な
い
か
ら
-
-
｣

音
読
ー

表
現
よ
み
　
(
音
読
2
)

節
つ
け
よ
み
一
般

棒
よ
み
一
般

｢
国
語
科
教
育
に
お
け
る
朗
読
は
､
そ
の
朗
読
に
よ
っ
て
朗
読
し
て
い
る
本

人
'
朗
読
の
練
習
を
す
る
子
ど
も
が
最
も
大
き
い
喜
び
を
受
け
る
こ
と
を
目
的

と
す
べ
き
で
あ
る
｡
聞
き
手
を
い
か
に
し
て
満
足
さ
せ
る
か
と
い
う
よ
う
な
点

に
'
か
れ
ら
の
朗
読
の
意
識
を
向
け
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
｡
朗
読
指
導
の
目
的
は
､
朗
読
者
を
聞
き
手
へ
の
奉
仕
者
と
し
て
位
置
づ

け
る
の
で
は
な
く
t
 
i
,
個
の
主
体
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
お
か
れ
る
ぺ

け..i

さ
で
あ
ら
γ
｡
｣

『
音
読
ー
』
と
は
'
広
義
の
意
味
で
の
音
読
一
般
を
さ
し
'
文
字
を
音
声
化
し

た
も
の
'
全
て
が
含
ま
れ
ま
す
｡
『
棒
よ
み
一
般
』
と
は
一
本
調
子
よ
み
･
平

板
よ
み
･
ず
ら
ず
ら
よ
み
･
せ
か
せ
か
よ
み
な
ど
無
味
乾
燥
な
音
読
一
般
を
さ

し
ま
す
｡
『
棒
よ
み
一
般
』
以
外
を
『
朗
読
』
と
名
付
け
る
こ
と
に
し
ま
す
｡

『
朗
読
』
　
に
は
'
表
現
よ
み
(
音
読
2
)
と
節
つ
け
よ
み
一
般
と
が
含
ま
れ
ま
す
｡

『
表
現
読
み
』
(
音
読
2
)
と
は
'
文
章
内
容
の
表
現
価
の
み
を
音
声
表
現
す
る

仕
方
の
音
読
で
す
｡
『
節
つ
け
よ
み
一
般
』
と
は
'
芝
居
よ
み
･
押
し
っ
け
よ

み
･
陶
酔
よ
み
･
詠
嘆
よ
み
･
感
情
力
み
よ
み
･
装
飾
過
剰
よ
み
･
学
校
よ
み

な
ど
'
感
情
オ
ー
バ
ー
で
節
の
つ
い
た
音
声
表
現
や
へ
ん
な
読
み
癖
の
あ
る
音

注
二
二一-

読
を
さ
し
ま
す
｡
｣

こ
の
型
は
朗
読
と
い
う
の
は
'
あ
-
ま
で
朗
読
す
る
本
人
の
味
わ
い
を
深
め

る
た
め
･
喜
び
を
受
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡

Ⅱ
　
指
導
の
形
態
に
よ
る
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
　
の
位
置
づ
け

I
t
音
読
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る
場
合

｢
ど
こ
で
区
切
り
た
い
か
と
考
え
な
が
ら
'
読
み
味
わ
う
学
習
は
'
実
は
日

本
語
の
リ
ズ
ム
の
き
ざ
み
を
見
つ
け
る
学
習
な
の
で
し
た
｡
日
本
語
の
文
章
を

音
読
し
て
日
本
語
の
リ
ズ
ム
を
体
得
す
る
学
習
と
'
文
章
の
区
切
り
を
見
つ
け
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る
学
習
は
'
子
ど
も
達
の
中
に
'
日
本
語
の
リ
ズ
ム
を
育
て
る
学
習
で
あ
り
'

そ
れ
は
'
読
み
手
の
セ
ン
ス
を
高
め
る
学
習
で
あ
る
と
も
思
い
ま
す
｡
理
解
へ

の
一
過
程
と
し
て
の
音
読
で
は
な
く
音
読
そ
の
も
の
に
独
自
な
指
導
価
値
を

H..1.I

認
め
て
の
新
し
い
指
導
だ
っ
た
｡
｣

あ

　

わ

　

り

　

に

2
'
音
読
を
文
章
読
解
上
の
手
段
と
す
る
場
合

｢
こ
う
し
た
感
動
や
問
題
を
味
わ
い
'
深
め
て
い
く
上
に
'
音
読
は
き
わ
め

て
大
き
な
教
育
効
果
を
も
た
ら
す
｡
そ
れ
は
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
い
わ

ゆ
る
感
動
場
面
や
問
題
場
面
'
中
心
場
面
な
い
し
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
と
い

わ
れ
る
場
面
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
'
ま
た
'
人
物
の
心

理
描
写
や
'
ま
わ
り
の
情
景
描
写
な
ど
を
感
情
を
こ
め
て
'
あ
り
あ
り
と
読
む

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
意
の
ま
ま
に
'
心
の
ま
ま
に
'
真
心
こ
め
て
文

章
を
読
む
｡
そ
の
な
か
で
'
無
意
識
の
う
ち
に
､
お
の
ず
か
ら
文
章
に
せ
ま
っ

て
い
-
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
文
章
接
近
･
文
章
発
見
の
手
段
と
し
て

注
二
四

の
音
読
の
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
｡
｣

｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
'
問
題

点
と
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
示
し
た
い
｡

｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
は
大
ま
か
に
五
通
-
に
分
け
ら
れ
る
｡
そ
の
検
討
を

通
し
て
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
概
念
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
か
に
つ
い

て
記
し
た
い
｡

I
の
B
型
と
Ⅰ
の
C
型
'
4
の
A
型
を
重
ね
あ
わ
せ
た
も
の
と
し
て
理
解
す

る
と
教
育
的
に
有
効
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
図
示
す
る
と
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
｡

(
聞
き
手
意
識
な
し
)

-
(
聞
き
手
意
識
あ
-
)

3
'
目
的
で
も
あ
-
手
段
で
も
あ
る
と
す
る
場
合

｢
意
味
内
容
の
理
解
を
深
め
る
た
め
'
そ
の
手
段
(
方
法
)
　
と
し
て
'
吹
き

出
し
法
･
文
図
法
･
要
約
法
･
話
し
か
え
法
な
ど
と
同
じ
も
の
と
し
て
'
音
読

法
を
最
適
学
習
活
動
と
し
て
取
-
入
れ
た
場
合
は
手
段
と
な
り
ま
す
｡
話
し
合

い
で
深
め
た
内
容
理
解
を
ど
う
音
声
に
の
せ
て
表
現
し
て
い
-
か
'
上
手
な
音

声
表
現
そ
の
も
の
を
め
ざ
し
た
指
導
の
場
合
は
目
的
と
な
-
ま
す
｡
現
実
に
は
'

一
つ
の
音
声
表
現
が
､
目
的
に
な
っ
た
-
'
手
段
に
な
っ
た
り
'
弁
証
法
的
な

注
二
石

二
重
性
(
矛
盾
的
統
一
性
)
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
｡
｣

音
読
の
レ
ベ
ル
で
は
'
い
わ
ゆ
る
読
み
ぐ
せ
を
な
-
L
t
朗
読
の
レ
ベ
ル
で

は
'
対
他
的
表
現
で
あ
る
か
ら
技
術
的
側
面
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
｡
さ
ら
に

｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
　
の
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
理
解
の
機
能
と
表
現
の
機

能
が
互
い
に
行
き
か
う
と
い
う
こ
と
も
指
導
者
の
方
で
理
解
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
｡

滑
川
道
夫
が
I
の
E
型
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
｢
芸
術
的
表
現
と
し
て
の
朗

読
｣
と
｢
教
育
と
し
て
の
朗
読
｣
と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
俳
優

や
タ
レ
ン
ト
の
朗
読
に
傾
倒
す
る
必
要
は
な
-
'
あ
-
ま
で
'
学
校
教
育
の
場
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で
｢
国
語
科
教
育
｣
の
中
で
の
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
と
考
え
た
い
｡
｢
は
じ
め
に
｣

の
と
こ
ろ
で
記
し
た
草
野
心
平
の
朗
読
は
芸
術
と
し
て
の
表
現
と
と
ら
え
ら
れ

る
し
､
学
校
教
育
の
場
で
は
､
児
童
･
生
徒
の
読
み
声
を
聞
い
て
'
こ
れ
は
音

読
で
'
こ
れ
は
朗
読
と
聞
き
手
の
側
で
分
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
た

だ
指
導
の
目
的
を
は
つ
き
-
さ
せ
'
ま
た
'
そ
の
こ
と
を
学
習
者
に
意
識
さ
せ

て
'
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
指
導
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
｡

体
育
の
徒
競
走
で
一
番
か
ら
ど
リ
ま
で
あ
る
よ
う
に
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
　
に

お
い
て
も
学
習
者
の
能
力
差
は
当
然
あ
る
L
t
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
た
指

導
で
｢
音
読
｣
｢
朗
読
｣
能
力
の
伸
長
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

図
の
｢
音
読
｣
レ
ベ
ル
と
｢
朗
読
｣
レ
ベ
ル
の
も
の
が
相
互
に
止
揚
し
て
い

-
よ
う
な
学
習
の
営
み
を
目
ざ
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡

注
四

注
五

注
六

注浅注

｢
現
代
作
家
風
土
記
　
宮
沢
賢
治
｣
(
ア
ポ
ロ
ン
音
楽
工
業
株
式
会
社
)

｢
筆
者
は
か
つ
て
斎
藤
茂
吉
や
土
屋
文
明
ら
が
'
万
葉
集
の
歌
や
､
歌
会
に

提
出
さ
れ
た
歌
な
ど
を
朗
読
し
た
の
に
臨
席
し
て
傾
聴
し
た
こ
と
が
あ
る
｡

ま
た
'
北
原
白
秋
や
佐
藤
春
夫
な
ど
が
詩
の
朗
読
を
と
-
入
れ
た
講
演
(
請

請
)
な
ど
も
聞
い
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
朗
読
は
日
常
的
な
味
読
の
方
法
で
あ
っ

て
'
通
読
･
精
読
･
味
読
と
学
習
的
に
深
め
ら
れ
た
音
読
で
は
な
い
｡
読
書

体
験
の
朗
読
も
､
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
味
読
の
方
法
で
あ
-
た
い
｡
音
質

も
抑
揚
も
'
け
っ
し
て
専
門
的
に
み
が
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
｡
｣
(
｢
国
語
科
読
書
指
導
の
理
論
｣
望
月
久
貴
　
明
治
図
書
一
九
七
二

l
i
五
六
頁
)
　
の
よ
う
な
例
も
あ
る
｡

注
三
　
　
｢
狭
い
意
味
の
音
読
が
『
理
解
の
た
め
の
読
み
』
　
で
あ
-
､
朗
読
が
　
『
表
現

す
る
た
め
の
読
み
』
だ
と
い
う
こ
と
は
原
則
的
に
は
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す

る
の
だ
が
'
実
際
に
児
童
･
生
徒
の
　
『
声
に
出
し
て
の
読
み
方
』
を
観
察
し

て
み
る
と
'
二
つ
の
読
み
方
の
サ
カ
イ
メ
が
ど
う
も
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
｡

先
生
方
の
指
導
の
し
か
た
に
よ
る
の
か
'
そ
れ
と
も
わ
た
し
の
観
察
の
し
か

た
が
悪
い
の
か
'
と
に
か
く
'
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
'
わ
た
し
に
は
よ
-
わ
か

注
七

注
八

注
九

注
十

注
十
一

注
十
二

注
十
三

注
十
四

注
十
五

注
十
六

注
十
七I

注
十
八

注
十
九

ら
な
い
｡
つ
ま
り
'
こ
こ
ま
で
が
理
解
の
た
め
の
音
読
の
し
か
た
で
あ
り
'

そ
れ
か
ら
さ
き
が
表
現
の
た
め
の
朗
読
の
し
か
た
で
あ
る
と
い
う
見
き
わ
め

が
つ
か
な
い
｡
｣
(
｢
教
育
科
学
国
語
教
育
｣
二
四
号
二
四
頁
　
上
甲
幹
一
)

と
同
様
な
疑
問
も
あ
る
｡

｢
神
保
格
は
『
朗
読
』
の
意
味
が
〓
疋
し
て
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
｣

(
｢
読
解
読
書
指
導
論
｣
滑
川
道
夫
　
東
京
堂
出
版
　
昭
和
四
五
年
　
六
八
頁
)

と
｢
朗
読
｣
概
念
が
〓
疋
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
は
あ
る
｡

｢
読
解
読
書
指
導
論
｣
(
注
四
と
同
じ
)
　
に
お
い
て
｢
朗
読
教
育
に
お
け
る
鑑

賞
的
機
能
と
表
現
的
機
能
｣
と
し
て
五
六
頁
～
八
六
頁
ま
で
音
読
･
朗
読
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡

｢
音
読
･
朗
読
･
黙
読
｣
(
石
田
佐
久
馬
編
･
東
京
書
籍
･
昭
和
六
〇
年
　
二
四

頁
･
七
五
頁
)
な
お
'
｢
国
語
科
重
要
用
語
3
0
0
の
基
礎
知
識
｣
(
野
地
潤

家
編
･
明
治
図
書
)
　
の
二
二
八
二
三
九
頁
に
お
け
る
音
読
･
朗
読
の
説
明

も
同
じ
で
あ
る
｡

前
記
｢
音
読
･
朗
読
･
黙
読
｣
七
四
･
七
五
頁
｡

｢
単
元
構
成
の
工
夫
と
音
読
･
朗
読
の
指
導
｣
(
小
松
忠
｢
実
践
国
語
研
究
｣

.
s
-
¥
r
月
号
　
z
c
二
〇
五
　
五
七
頁
)
｡

前
記
｢
音
読
･
朗
読
･
黙
読
｣
　
二
三
頁
　
同
本
は
複
数
の
者
の
共
同
執
筆
に

よ
る
が
引
用
部
分
を
誰
が
執
筆
し
た
の
か
特
定
で
き
な
い
｡

｢
小
学
校
国
語
指
導
の
疑
問
　
こ
れ
で
す
っ
き
り
｣
(
岸
/
木
村
/
中
島
/
大

堀
･
黍
明
書
房
　
昭
和
五
九
年
　
二
〇
四
頁
)
｡

｢
表
現
･
理
解
の
接
点
に
立
つ
音
読
･
朗
読
指
導
の
実
際
｣
(
北
村
季
夫
編

新
光
閣
書
店
　
1
九
八
〇
　
十
五
頁
)
.

｢
児
童
心
理
｣
(
3
 
5
巻
5
号
･
金
子
書
房
　
昭
和
五
六
年
　
二
一
五
頁
)
｡

｢
読
解
読
書
指
導
論
｣
(
滑
川
道
夫
｣
東
京
堂
出
版
･
昭
和
四
五
年
　
六
三
頁
)
｡

前
記
｢
読
解
読
書
指
導
論
｣
八
一
･
八
二
頁
｡

前
記
(
注
十
)
本
　
十
七
･
十
八
頁
｡

｢
視
写
･
聴
写
･
朗
読
を
核
と
す
る
文
学
の
授
業
｣
　
(
岸
他
　
黍
明
書
房
　
昭

和
五
四
年
　
二
二
一
頁
)
0

｢
表
現
よ
み
と
国
語
教
育
｣
　
(
大
久
保
/
斎
藤
編
一
九
八
二
　
明
治
図
書

二
二
六
頁
)
｡

｢
朗
読
指
導
の
実
際
｣
(
菅
吉
信
･
晩
成
書
房
二
九
八
六
　
二
七
頁
)
0

前
記
(
注
十
八
)
本
　
二
七
頁
｡
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注
二
〇
　
注
六
と
同
じ
　
八
八
･
八
九
頁
｡

注
二
一
注
六
･
注
二
〇
と
同
じ
　
八
八
頁
｡

注
二
二
　
｢
音
読
指
導
の
方
法
と
技
術
｣
(
荒
木
茂
一
光
社
一
九
九
二
　
三
頁
)
0

な
お
'
同
書
で
指
摘
す
る
変
な
読
み
癖
を
目
ざ
す
朗
読
も
あ
る
｡

｢
声
に
出
し
て
読
む
読
み
方
の
な
か
で
'
朗
々
と
読
み
あ
げ
る
'
つ
ま
り
'

大
き
な
声
で
'
明
瞭
な
発
音
で
読
む
者
も
聞
く
者
も
気
持
ち
が
よ
く
な
る
よ

う
な
美
的
な
読
み
方
を
特
に
『
朗
読
』
と
呼
ん
で
､
音
読
と
一
応
の
区
別
を

し
て
い
る
｡
｣
　
(
注
六
と
同
じ
･
七
二
頁
)
｡

注
二
三
　
｢
音
読
の
授
業
｣
(
伊
藤
経
子
　
国
士
社
一
九
九
三
二
五
五
頁
)
.

注
二
四
　
注
四
と
同
じ
　
十
七
頁
｡

同
じ
よ
う
に
音
読
･
朗
読
を
読
解
上
の
手
段
と
し
て
い
る
例
が
あ
る
｡

｢
朗
読
を
文
章
読
解
の
手
段
と
し
て
有
効
に
用
い
'
生
き
た
こ
と
ば
'
深
い

意
味
を
持
っ
た
こ
と
ば
を
'
生
徒
に
実
感
と
し
て
わ
か
ら
せ
て
行
き
た
い
｡
｣

(
朗
読
指
導
の
実
際
｣
菅
書
信
　
晩
成
書
房
一
九
八
六
　
七
三
頁
)

注
二
五
　
｢
音
読
指
導
の
方
法
と
技
術
｣
(
荒
木
茂
一
光
社
一
九
八
九
　
四
〇
･
四
一

頁
)


