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●
朗
読
を
楽
し
む
た
め
に

　

こ
の
本
を
手
に
取
っ
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
き
っ
と
朗
読
に
関
心
が
あ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
本
に
ど
ん
な
期
待
を
抱
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
朗
読
を
始
め
る
の
で
学
び
方
の
ヒ
ン
ト
を
お
求
め
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
と
も
、
す
で
に
朗
読
の
勉
強
を
始
め
て
い
る
の
で
上
達
の
た
め
の
参
考
に
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

朗
読
と
は
だ
れ
も
が
手
軽
に
楽
し
め
る
も
の
で
す
。
読
み
た
い
本
が
あ
っ
て
、
声
が
出
て
、
文
字
が
読
め
れ
ば
、
だ
れ

で
も
す
ぐ
に
始
め
ら
れ
ま
す
。
小
学
生
か
ら
お
と
な
ま
で
幅
広
い
世
代
の
人
た
ち
が
楽
し
め
ま
す
。
自
分
の
好
き
な
詩
や

物
語
や
小
説
な
ど
を
朗
読
す
る
こ
と
は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で
す
。
一
度
で
も
、
そ
ん
な
経
験
を
す
る
と
、
何
度
も
繰
り

返
し
読
ん
で
み
た
く
な
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
朗
読
は
コ
ト
バ
の
力
を
つ
け
る
た
め
の
基
礎
訓
練
に
な
り
ま
す
。「
読
み
・
書
き
、
話
し
・
聞
き
」
と
い
う
コ

ト
バ
勉
強
の
入
口
に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
が
本
を
読
む
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
お
と
な
が
話
の
や
り
と
り
を
す
る
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
音
声
に
関
わ
る
仕
事
を
す
る
人
た
ち―

―

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
ナ
レ
ー
タ
ー
、
俳
優
、
声
優
、
司
会
者
な
ど
に

と
っ
て
も
、
音
声
表
現
の
訓
練
と
な
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
本
は
実
践
の
た
め
の
本
で
す
。
理
論
的
な
話
は
最
小
限
に
と
ど
め
ま
し
た
。
多
く
の
人
た
ち
が
ひ
と
り
で
朗
読
の

勉
強
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
て
書
き
ま
し
た
。
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
、
何
度
も
朗
読
ブ
ー
ム
と
い
う
も
の
が
繰
り
返
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
残
念
な
が
ら
多
く
の
人
た
ち
が
途
中
で
や
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
わ
た
し
も
こ
れ
ま
で
、

い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
か
ら
、

「
ど
う
し
た
ら
朗
読
が
う
ま
く
な
り
ま
す
か
？
」

「
ど
ん
な
練
習
を
し
た
ら
い
い
の
で
す
か
？
」

な
ど
と
い
う
質
問
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
本
に
は
、
そ
ん
な
質
問
に
答
え
る
つ
も
り
で
い
ろ
い
ろ
な
技
術
を
取
り
入
れ
ま

し
た
。
ど
れ
も
、「
こ
ん
な
方
法
が
あ
っ
た
の
か
！
」と
思
う
ほ
ど
手
軽
な
方
法
で
す
。
と
に
か
く
実
行
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

必
ず
成
果
が
上
が
り
ま
す
。

は
じ
め
に
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み
な
さ
ん
も
、
こ
の
道
を
一
歩
ず
つ
登
っ
て
い
く
こ
と
で
、
必
ず
頂
上
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

●
こ
の
本
の
読
み
方

　

ど
こ
か
ら
で
も
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
始
め
て
く
だ
さ
い
。
第
１
章
は
朗
読
に
つ
い
て
の
総
論
、
第
２
章
か
ら

第
５
章
ま
で
は
、
朗
読
の
基
礎
的
な
能
力
を
つ
け
る
た
め
の
体
力
作
り
の
章
で
す
。
特
に
、
第
２
章
の
発
声
・
発
音
は
、

継
続
し
て
行
う
べ
き
基
礎
訓
練
で
す
。
そ
し
て
、
第
６
章
と
第
７
章
は
、
文
学
作
品
の
表
現
能
力
を
つ
け
る
た
め
の
章
で

す
。
上
級
編
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
自
由
に
朗
読
で
き
ま
す
。

　

こ
の
本
に
は
３
つ
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。「
本
文
」
と
「
練
習
課
題
」
と
「
コ
ラ
ム
」
で
す
。
本
文
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、

朗
読
に
つ
い
て
理
解
で
き
ま
す
。
で
も
、
朗
読
の
実
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
必
ず
「
練
習
課
題
」
を
朗
読
し
な
が
ら
読

ん
で
く
だ
さ
い
。
見
本
が
付
録
の
Ｃ
Ｄ
に
録
音
さ
れ
て
い
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
耳
で
聴
い
て
練
習
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

し
て
、「
本
文
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
く
な
っ
た
ら
、「
コ
ラ
ム
」
も
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
朗
読
の
基

礎
と
な
る
理
論
や
豆
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
教
室
で
教
科
書
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
、
各
章
の
終
わ
り
に
は
復
習
問
題
も
つ
け
て
お
き
ま
し
た
。
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
「
練
習
課
題
」
が
身
に
つ
く
ま
で
実
行
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
本
は
ひ
と
通
り
読
み
終
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ず
っ
と
手
元
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返

し
読
み
な
お
す
た
め
の
本
で
す
。
朗
読
の
実
力
は
、
基
本
的
な
練
習
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

●
朗
読
検
定
の
教
科
書
と
し
て

　

こ
の
本
は
日
本
朗
読
検
定
協
会
か
ら
の
依
頼
を
き
っ
か
け
に
書
い
た
も
の
で
す
。
朗
読
に
必
要
な
技
術
に
つ
い
て
、
小

学
生
か
ら
お
と
な
ま
で
、
だ
れ
も
が
楽
し
み
な
が
ら
実
践
を
重
ね
て
い
け
ば
進
歩
で
き
る
方
法
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
勉

強
を
し
て
、
実
力
が
つ
い
て
き
た
な
と
思
っ
た
ら
朗
読
検
定
を
受
検
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

し
か
し
、「
朗
読
の
検
定
な
ん
て
で
き
る
の
か
？
」
と
疑
問
を
い
だ
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
朗
読
は

評
価
で
き
る
も
の
な
の
か
？
」、「
朗
読
の
よ
し
あ
し
な
ん
て
好
み
に
よ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

朗
読
と
は
文
字
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
読
む
も
の
で
す
。
今
、
わ
た
し
た
ち
が
耳
に
し
て
い
る
朗
読
に
は
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
す
。
初
歩
か
ら
上
級
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
り
ま
す
。
朗
読
の
表
現
は
奥
深
い
も
の
で
す
。
ま
だ
ま
だ
表
現

の
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
精
一
杯
の
ば
し
て
い
っ
た
ら
、
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
表
現
に
通
じ
ま
す
。
朗
読
も
芸
術
と
い
え
る
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
発
展
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
ど
ん
な
芸
術
に
も
基
礎
と
な
る
技
術
が
あ
り
ま
す
。
高
度
な
表
現
の
で
き
る
人
は
基
礎
が
し
っ
か
り
身
に
つ

い
て
い
ま
す
。
そ
の
基
礎
的
な
面
に
つ
い
て
は
客
観
的
な
評
価
が
可
能
な
の
で
す
。
朗
読
検
定
で
は
基
礎
的
な
技
術
を
評

価
し
ま
す
。
そ
れ
は
文
章
を
音
声
化
し
て
読
む
た
め
の
基
礎
技
術
で
す
。
文
章
に
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
字
の
読
み
方
、

文
の
区
切
り
方
、
語
句
の
強
調
の
仕
方
な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
度
な
芸
術
的
な
読
み
方
も
、
基
礎
的
な
技
術
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
に
は
、
だ
れ
も
が
登
れ
る
道
す
じ
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
」
と
い
い
ま
す
。
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し
か
も
、
楽
し
み
な
が
ら
総
合
的
な
コ
ト
バ
の
能
力
を
高
め
て
く
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
わ
た
し
を
表
現
よ
み
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
た
師
・
大
久
保
忠
利
の
３
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

実
行
が
実
力
を
生
む
！

　

コ
ト
バ
の
力
は
生
き
る
力

　

コ
ト
バ
は
一
生
か
か
っ
て
磨
く
も
の
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朗
読
と
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
う
と
、
文
学
作
品
な
ど
を
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
で
す
。
一
般
に
は
、
声
に
出
し
て
読
む

こ
と
を
「
音
読
」
と
い
い
ま
す
。「
音
」
で
「
読
む
」
と
い
う
意
味
で
す
。
初
歩
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
高
度
な
レ
ベ
ル
ま
で

す
べ
て
音
読
で
す
。小
さ
な
子
ど
も
が
文
字
を
見
て
、一
文
字
一
文
字
ず
つ
読
み
あ
げ
る
こ
と
も「
音
読
」で
す
。ま
た
、じ
ょ

う
ず
な
人
が
小
説
や
物
語
を
ま
る
で
眼
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
読
む
の
も
「
音
読
」
で
す
。
で
す
か
ら
、
小
学
校
で
は
、
低
学

年
で
は
「
音
読
」、
中
学
年
か
ら
高
学
年
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
「
朗
読
」
と
、
区
別
し
て
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
で
は
、
お
と
な
た
ち
が
文
学
作
品
を
表
現
し
て
読
ん
で
い
る
読
み
方
ま
で
広
く
視
野
に
い
れ
て
「
朗
読
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

●
「
読
む
」
こ
と
・「
聞
く
」
こ
と

　
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
広
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。
国
語
辞
典
で
調
べ
る
と
、
次
の
よ
う
な
８
つ
の
意
味
が
書
か

「
読
む
」
こ
と
と「
聞
く
」
こ
と

１
【本書の全体構成の解説】

第１章　朗読とは何か

第３章
良いリズムで読むための
アクセントの練習

第７章：さまざまな文学作品の文体と語り口とは

第６章：作品の世界を楽しんでもらえる読み方とは

第４章
文章の意味を理解するための

文法の練習

第５章
文章＆作品の「構造」を読みとるための

記号づけの練習

第
２
章　

発
声
の
基
礎
練
習

序
論

朗
読
の
た
め
の
基
礎
体
力
作
り

実
践
編
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朗
読
と
は
、
声
に
出
し
て
た
だ
読
め
ば
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
き
手
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。  

「
聞
く
」
と
い
う
の
は
、
朗
読
の
効
果
あ
る
い
は
目
的
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
国
語
辞
典
に
は
「
言
語
・
声
・
音
な
ど
に
対

し
、
聴
覚
器
官
が
反
応
を
示
し
活
動
す
る
」
こ
と
と
し
て
次
の
７
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
反
応
が
聞
き

手
に
生
ま
れ
る
よ
う
な
朗
読
が
理
想
な
の
で
す
。（『
広
辞
苑
・
第
四
版
』）

（
１
）
聴
官
に
音
の
感
覚
を
生
ず
る
。
声
・
音
が
耳
に
は
い
る
。

（
２
）
人
の
言
葉
を
う
け
い
れ
て
意
義
を
認
識
す
る
。
聞
き
知
る
。

（
３
）
他
人
か
ら
伝
え
聞
く
。

（
４
）
聞
き
入
れ
る
。
従
う
。
許
す
。

（
５
）
よ
く
聞
い
て
処
理
す
る
。

（
６
）
注
意
し
て
耳
に
と
め
る
。
傾
聴
す
る
。

（
７
）（「
訊
く
」
と
も
書
く
）
尋
ね
る
。
問
う
。

　

注
目
す
べ
き
は
、「（
４
）
聞
き
入
れ
る
。
従
う
。
許
す
」
や
、「（
６
）
注
意
し
て
耳
に
と
め
る
。
傾
聴
す
る
」
と
い
っ

た
効
果
で
す
。
こ
の
よ
う
な
朗
読
な
ら
聞
き
手
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
朗
読
を
聞
い
た
あ
と
の

「（
７
）
尋
ね
る
。
問
う
」
と
い
う
反
応
に
も
意
味
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
た
ら
、
そ
う
い
う
朗
読
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
読
む
こ
と
と
表
現
す

れ
て
い
ま
す
。（『
広
辞
苑
・
第
四
版
』）

（
１
）
数
を
か
ぞ
え
る
。

（
２
）
文
章
・
詩
歌
・
経
文
な
ど
を
、
一
字
ず
つ
声
を
立
て
て
唱
え
る
。

（
３
）
詠
じ
る
。
詩
歌
を
作
る
。

（
４
）
文
字
・
文
書
を
見
て
、
意
味
を
と
い
て
行
く
。

（
５
）
漢
字
を
国
語
で
訓
ず
る
。
訓
読
す
る
。

（
６
）（
講
釈
師
が
）
講
ず
る
。

（
７
）（
外
面
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
か
ら
）
了
解
す
る
。
さ
と
る
。

（
８
）
囲
碁
・
将
棋
な
ど
で
、
先
の
手
を
考
え
る
。

　
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
文
字
を
読
む
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。「（
４
）
意
味
を
と
い
て
行
く
」「（
６
）

講
ず
る
」「（
７
）
了
解
す
る
。
さ
と
る
」
な
ど
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
意
外
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
朗
読
も
、
文
学
作
品
の
内
容
を
理
解
し
て
、
解
釈
し
て
、
声
に
よ
っ
て
作
品
を
表
現

す
る
読
み
方
に
発
展
す
る
の
で
す
。
こ
う
考
え
る
と
、「（
８
）
先
の
手
を
考
え
る
」
こ
と
も
ま
ん
ざ
ら
無
縁
の
こ
と
で
は

な
く
な
り
ま
す
。　

　

そ
れ
で
は
、「
聞
く
」
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
読
む
」
と
「
聞
く
」
と
は
対
に
な
っ
た
こ
と
ば
で
す
。
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の
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
言
語
の
理
論
に
支
え
ら
れ
た
方
法
が
必
要
で
す
。
こ
れ
か
ら
い
っ
し
ょ
に
、
そ
の
方
法
を
考

え
な
が
ら
学
ん
で
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

る
こ
と
は
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
文
学
作
品
の
読
み
方
と
し
て
、
感
情
移
入
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
作
品
に

気
持
ち
を
入
れ
て
読
む
と
い
う
意
味
で
す
。
声
に
出
し
て
読
む
と
、
た
と
え
他
人
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
ま
る
で
自
分
が

考
え
た
り
思
っ
た
り
し
た
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
朗
読
も
、
た
だ
他
人
の
言
葉
を
読
み
あ
げ
る
と
こ
ろ
に
と
ど

ま
ら
ず
、い
つ
か
自
分
の
考
え
と
し
て
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
れ
が
コ
ト
バ
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
す
。

　

今
、
み
な
さ
ん
は
朗
読
に
関
心
を
持
っ
て
、
こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
れ
に
で
も
、
学
校
の
教
科
書

を
声
に
出
し
て
読
ま
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
楽
し
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

む
し
ろ
、
つ
ら
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
学
校
の
勉
強
か
ら
は
な
れ
て
、
自
分
ひ
と
り
で
小
説
や
物
語
を
声
に
出

し
て
読
ん
だ
と
き
に
、
意
外
に
お
も
し
ろ
い
と
い
う
発
見
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
し
か
に
朗
読
は
楽
し
い
こ
と
で
す
。
自
分
も
読
ん
で
い
て
楽
し
い
し
、
人
に
聴
い
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
く
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
も
っ
と
大
勢
の
人
た
ち
に
聴
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
せ
っ
か
く
聴

い
て
も
ら
う
の
で
す
か
ら
、
よ
り
よ
い
読
み
を
し
た
い
の
は
当
然
で
す
。

　

で
は
、
朗
読
が
う
ま
く
な
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
何
か
良
い
練
習
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
朗
読
の
教
え
方
は
、
ひ
た
す
ら
読
め
ば
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
か
な
か
進

歩
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
コ
ト
バ
に
つ
い
て
の
研
究
の
多
く
が
、
文
字
に
書
か
れ
た
言
葉
を
解
釈
す
る
た
め
の
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
す
。
朗
読
も
音
声
の
コ
ト
バ
に
つ
い
て
の
理
論
が
な
い
ま
ま
に
、
経
験
的
に
学
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
朗
読

　

注
・
こ
の
本
で
は
、「
コ
ト
バ
・
言
葉
・
こ
と
ば
」
と
い
う
３
つ
の
表
記
を
次
の
よ
う
な
原
則
で
使
い
分
け
て
い
ま
す
。

　

①「
コ
ト
バ
」
と
は
、言
語
そ
の
も
の
と
、言
語
活
動
の
す
べ
て
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
話
し
・
聞
き
」、「
読
み
・
書
き
」

な
ど
の
言
語
活
動
と
、
そ
こ
に
参
加
し
て
い
る
言
語
の
す
べ
て
で
す
。

　

例　

朗
読
を
勉
強
す
る
と
コ
ト
バ
の
力
が
つ
き
ま
す
。

　

②「
言
葉
」
は
、
お
も
に
単
語
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
言
語
の
こ
と
で
す
。
多
く
の
場
合
、
辞
書
や
本
に
文
字
と
し
て
記
さ

れ
た
言
語
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

例　

日
本
語
に
は
、
美
し
い
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

③「
こ
と
ば
」
は
、
人
が
実
際
に
言
語
を
使
っ
て
い
る
過
程
の
こ
と
で
す
。
声
に
出
し
て
本
を
読
ん
だ
り
、
だ
れ
か
と
話
し
を

し
た
り
、
あ
る
い
は
、
考
え
な
が
ら
文
章
を
書
く
よ
う
な
行
為
の
こ
と
で
す
。

　

例　

朗
読
さ
れ
た
こ
と
ば
は
美
し
く
響
き
ま
す
。
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朗
読
の
目
標
は
声
に
よ
る
作
品
の
表
現
で
す
。
文
字
を
読
み
あ
げ
て
聞
き
手
に
伝
達
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
表
現

の
本
質
は
い
ず
れ
か
の
部
分
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
強
さ
や
高
さ
に
よ
る
声
の
変
化
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
３
つ
あ
り
ま
す
。

　

①
ア
ク
セ
ン
ト　
　
　
（
音
節
の
強
調
）

　

②
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
語
句
の
強
調
）

　

③
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス　
　
（
語
句
・
文
全
体
の
強
調
）

　

①
ア
ク
セ
ン
ト
と
は
、
特
定
の
ひ
と
つ
の
音
節
を
強
め
る
こ
と
で
す
。
そ
の
音
を
強
く
し
た
り
高
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

語
句
や
文
の
意
味
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
文
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
２
音
な
い
し
３
音
の
区
切
り
ご
と
に
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
日
本
語
の
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
ま
す
。
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
で
は
、
単
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
高
低
の
変
化
で

と
ら
え
て
表
示
し
て
い
ま
す
。

　

②
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
文
の
中
の
い
ず
れ
か
の
語
句
を
強
め
る
こ
と
で
す
。
文
末
の
声
の
上
げ
下
げ
と
、
文
全
体

の「
抑よ
く
よ
う揚

」
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
文
に
原
則
的
な
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
強
さ
や
高
さ
の
変
化
で
表
現
さ

れ
ま
す
。
文
章
を
読
み
あ
げ
る
場
合
に
は
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
平
坦
に
な
り
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
作
品
の
内
容
を
と

ら
え
て
表
現
す
る
場
合
に
は
、
読
み
出
し
が
強
調
さ
れ
、
後
ろ
に
行
く
に
つ
れ
て
収
ま
る
く
さ
び
形
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

に
な
り
ま
す
。

　

③
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
と
は
、
特
定
の
語
句
や
文
を
通
常
以
上
に
強
め
る
た
め
の
表
現
で
す
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
さ
れ
る
べ
き
語

句
は
、
独
立
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
中
に
も
あ
り
ま
す
し
、
文
と
文
と
の
つ
な
が
り
か
ら
も
生
ま
れ
ま
す
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス

に
は
、
２
種
類
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
文
と
文
脈
と
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
に
よ
る
原
則
的
な
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

読
み
手
の
作
品
理
解
と
解
釈
と
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。

【
重
要
コ
ラ
ム
】
朗
読
で
の
声
の
表
現
法―

―

ア
ク
セ
ン
ト
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
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④
何
を
使
っ
て
読
む
の
か

⑤
何
の
た
め
に
読
む
の
か

⑥
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か

⑦
い
つ
読
む
の
か

⑧
ど
こ
で
読
む
の
か

　

国
語
辞
典
に
は
朗
読
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「〔
鑑
賞
・
紹
介
な
ど
の
た
め
に
〕
文
学
や
手
紙
な
ど
を
、
皆
に
分
か
る
よ
う
に
音
読
す
る
こ
と
」『
新
明
解
国
語
辞
典
』

　
「
声
高
く
読
み
上
げ
る
こ
と
。
特
に
、
読
み
方
を
工
夫
し
て
趣
あ
る
よ
う
に
読
む
こ
と
」『
広
辞
苑
』

　

次
節
か
ら
は
、
国
語
辞
典
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
つ
ず
つ
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

 　

朗
読
と
い
う
と
、
み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
を
想
像
し
ま
す
か
。
お
そ
ら
く
、
読
み
手
が
聞
き
手
の
前
で
詩
や
小
説
や

物
語
な
ど
を
声
に
出
し
て
読
む
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
べ
き
要
素
が
あ
り

ま
す
。
ま
ず
、
朗
読
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
要
素
か
ら
成
り
立
つ
も
の
な
の
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
朗
読
の
力
が
つ
く
の
で
す
。

　

朗
読
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
８
つ
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。
ダ
イ
・
ド
ド
ナ
・
ド
ド
ナ
（
ダ
レ
ガ･

イ
ツ･

ド
コ
デ･

ド
ン

ナ･

ナ
ニ
ヲ･

ド
ウ･

ド
ウ
ス
ル･

ナ
ゼ
）
の
質
問
項
目
を
手
が
か
り
に
し
て
次
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
だ
れ
が
読
む
の
か

②
だ
れ
に
読
む
の
か

③
何
を
読
む
の
か 朗

読
を
成
り
立
た
せ
る
８
つ
の
要
素

２
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り
」
の
系
列
は
外
し
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
を
持
た
ず
に
行
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
３
段
階
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、

み
な
さ
ん
が
朗
読
の
技
術
を
磨
く
た
め
の
目
標
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
３
段
階
に
つ
い
て
順
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

第
一
に
、「
音
読
」は
も
っ
と
も
広
い
意
味
を
も
ち
ま
す
。
要
す
る
に
、声
に
出
し
て
読
む
こ
と
は
す
べ
て
音
読
な
の
で
す
。

読
む
と
き
に
声
を
出
す
か
出
さ
な
い
か
と
い
う
区
分
で
す
。
声
を
出
さ
な
い
の
は
黙
読
、
声
を
出
す
の
が
音
読
で
す
。
学

校
教
育
で
は
初
歩
の
朗
読
を
音
読
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
た
文
字
を
読
み
上
げ
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
読

み
は
音
読
と
い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
二
に
、「
朗
読
」
は
音
読
の
一
種
で
は
あ
り
ま
す
が
、
厳
密
に
は
前
に
見
た
定
義
で
「
読
み
方
を
工
夫
し
て
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
な
表
現
を
意
識
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
学
校
教
育
で
は
音
読
よ
り
も
高
度
な
も
の
を
朗
読
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
文
の
基
礎
的
な
読
み
方
に
と
ど
ま
ら
ず
感
情
表
現
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

第
三
に
、
文
章
を
読
む
こ
と
か
ら
脱
し
て
作
品
を
表
現
す
る
段
階
が
「
表
現
よ
み
」
で
す
。
中
学
生
以
上
の
人
た
ち
が

目
指
す
べ
き
読
み
方
で
す
。
文
章
を
読
む
読
み
手
の
読
み
を
聞
く
の
で
は
な
く
、
作
品
の
世
界
そ
の
も
の
を
楽
し
め
る
読

み
で
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
分
野
の
読
み
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朗
読
の
基
礎
か
ら
訓
練
を
積
ん
で

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
段
階
で
す
。

１　
「
読
み
」
は
大
き
く
３
つ
に
分
か
れ
る

　

朗
読
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
す
べ
て
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
音
読
、

音
声
訳
（
あ
る
い
は
音
訳
）、
語
り
、
読
み
聞
か
せ
な
ど
の
ほ
か
に
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
朗
読
と
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
き
に
は
、
裁
判
官
が
判
決
文
を
読
み
上
げ
る
こ
と
も
朗
読
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
も

う
少
し
限
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
朗
読
の
基
本
的
な
条
件
は
、
以
下
の
４
つ
で
す
。

①
読
み
手
が　

→　

②
聞
き
手
に　

→　

③
物
語
や
小
説
な
ど
を　

→　

④
音
声
で
読
む
こ
と

　

そ
し
て
、
朗
読
に
は
発
展
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。
音
読―

朗
読―
表
現
よ
み
、
と
い
う
３
段
階
で
す
。
こ
こ
で
は
「
語

朗
読
に
は
３
つ
の
段
階
が
あ
る―

―

音
読
・
朗
読
・
表
現
よ
み

３
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狂
言
の
こ
と
ば
に
「
耳
で
読
み
、
口
で
聴
く
」
と
い
う
教
訓
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
読
む
こ
と
と
聞
く
こ
と
の
本
質
を

語
っ
て
い
ま
す
。
読
み
な
が
ら
そ
の
声
を
自
分
の
耳
で
聞
く
よ
う
に
し
、
人
の
読
み
を
聞
く
と
き
に
自
分
の
口
も
動
か
す

つ
も
り
に
な
る
の
で
す
。
朗
読
で
も
同
じ
で
す
。

③
何
を
読
ん
だ
ら
い
い
の
か―

―

本
の
選
び
方

　

そ
れ
で
は
、
朗
読
で
は
何
を
読
む
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
文
字
で
書
か
れ
た
文
章
や
本
で
す
。
ど
ん
な
文
章
で

も
声
に
出
し
て
音
読
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
朗
読
で
は
読
む
べ
き
文
章
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
読
む
べ

き
も
の
は
、
情
報
の
伝
達
を
目
的
に
し
た
論
文
や
新
聞
な
ど
の
報
道
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
朗
読
と
は
、
文

学
作
品
を
表
現
し
た
り
、
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　

結
論
を
言
え
ば
、
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
が
原
則
で
す
。
例
え
ば
、
詩
や
小
説
、
物
語
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
文
章
の

特
徴
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
感
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
論
文
、
説
明
文
、
解
説
文
、
報
道

文
な
ど
は
、
感
情
の
表
現
よ
り
も
論
理
的
な
内
容
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
文
学
文
で
あ
っ
て
も
、
朗
読
に
適
し

て
い
る
作
品
を
選
ぶ
と
い
う
課
題
も
あ
り
ま
す
。
文
章
も
す
ば
ら
し
い
し
、
内
容
も
す
ば
ら
し
い
と
い
う
作
品
が
理
想
で

す
。
朗
読
で
は
特
に
、
こ
と
ば
の
響
き
の
美
し
さ
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

④
何
を
使
っ
て
読
む
の
か―

―

声
と
か
ら
だ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　

朗
読
の
手
段
は
声
で
す
。
そ
れ
も
、
か
ら
だ
全
体
を
使
っ
て
発
せ
ら
れ
る
声
で
す
。
声
は
口
先
だ
け
で
出
す
も
の
で
は

２　

朗
読
上
達
の
た
め
に
考
え
る
こ
と

①
「
読
み
手
」
に
必
要
な
も
の―

―

読
み
手
の
身
体
能
力

　

朗
読
す
る
人
は
「
読
み
手
」、
聞
く
人
は
「
聞
き
手
」
で
す
。
読
み
手
に
は
、
ど
ん
な
能
力
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
最

低
限
必
要
な
も
の
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
声
が
出
る
こ
と
、
文
字
が
読
め
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
耳
が
聞
こ
え
る
こ
と
で
す
。
目
よ
り
も
耳
が
大
事
で

す
。
読
み
手
は
自
分
の
読
み
を
聞
き
な
が
ら
読
む
か
ら
で
す
。
た
と
え
原
稿
が
な
く
て
も
、
朗
読
は
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、

同
時
通
訳
の
人
た
ち
が
訓
練
し
て
い
る
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
、
耳
で
聴
き
取
っ
た

こ
と
ば
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
し
て
つ
ぶ
や
い
て
い
く
訓
練
法
で
す
。
つ
ま
り
、
耳
か
ら
聞
い
た
声
を
も
う
一
度
、
自
分

で
追
い
か
け
て
朗
読
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

②
「
聞
き
手
」
へ
の
配
慮―

―

「
聞
き
手
」
の
役
割

　

朗
読
に
と
っ
て
は
、
読
み
手
と
聞
き
手
と
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
読
む
こ
と
は
ひ
と
り
で
も
で
き
ま
す
。
練
習
を
す

る
と
き
に
は
、
た
い
て
い
ひ
と
り
で
す
る
も
の
で
す
。
聞
き
手
は
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、「
読
み
手
」
は
「
聞
き
手
」
を
意
識
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
聞
き
手
な
の
で
し
ょ
う
か
。

人
前
で
読
む
と
き
に
は
、
聞
き
手
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
聞
く
こ
と
を
聞
き
手
だ
け
に
任
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
の

声
も
聞
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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た
ま
ま
も
の
ご
と
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
か
、「
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
も
聞
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
コ
ト
バ
の
力
が
つ
い
た
の
で
す
。
コ
ト
バ
は
人
が
も
の
を
考
え
る
手
段
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
す
。
朗
読

は
「
話
し
・
聞
き
、
読
み
・
書
き
」
と
い
う
す
べ
て
の
分
野
の
コ
ト
バ
の
力
を
高
め
て
く
れ
る
の
で
す
。

⑥
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か―

―

朗
読
を
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
の
か

　

朗
読
と
は
、
一
文
字
一
文
字
を
声
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
も
な
い
で
す
し
、
単
な
る
文
章
の
読
み
上
げ
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
こ
と
ば
と
関
係
な
く
読
み
手
の
感
情
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
と
ば
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
の
意
味
を
示
す
こ
と
が
表
現
で
す
か
ら
、
何
ら
か
の
工
夫
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
が
国
語
辞
典
に
書
か
れ
る
「
読
み
方
を
工
夫
し
て
」
と
い
う
意
味
で
す
。
作
品
の
世
界
が
生
き
生
き
と
表
現
さ

れ
た
朗
読
と
い
う
も
の
は
聞
い
て
い
て
楽
し
い
も
の
で
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
そ
の
よ
う
な
表
現
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
表
現
力
は
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
身
に
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
朗
読
理
論
で
考
え
る
べ
き
課
題
で
す
。
こ
の
本
は
そ
れ
を
解
き
あ
か
す
た

め
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
全
体
で
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
⑦
い
つ
」「
⑧
ど
こ
」
で
読
む
の
か―

―

発
表
の
楽
し
み
と
人
と
の
交
流

　

朗
読
を
す
る
た
め
、
つ
ま
り
作
品
を
読
ん
で
聞
い
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ト
キ
と
ト
コ
ロ
と
が
必
要
で
す
。
さ
ま
ざ
ま

な
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
読
み
手
と
聞
き
手
と
は
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
で
し
ょ
う
か
。
読
み
手
と
聞
き

あ
り
ま
せ
ん
。
か
ら
だ
全
体
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
声
の
表
現
が
で
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
発
声
と
発
音
と
の
身

体
能
力
が
必
要
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
文
字
の
こ
と
ば
を
瞬
時
に
理
解
し
て
、
音
声
の
こ
と
ば
に
変
換
す
る
能
力
も
必
要
で
す
。
そ
れ
は
、
一
文
字
一

文
字
を
そ
の
ま
ま
音
声
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
を
分
析
し
て
理
解
す
る
と

同
時
に
声
に
表
現
す
る
総
合
的
な
能
力
で
す
。
文
字
と
音
声
と
が
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
む
ず
か
し
さ
が

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
特
別
な
訓
練
が
必
要
な
の
で
す
。

⑤
何
の
た
め
に
読
む
の
か―

―
朗
読
か
ら
得
ら
れ
る
も
の

　

朗
読
は
何
の
た
め
に
す
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
国
語
辞
典
に
は
、「
鑑
賞
、紹
介
な
ど
」の
た
め
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
読
み
方
を
工
夫
し
て
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
目
的
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
だ
れ
の
た
め
に
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。
だ
れ
が
「
鑑
賞
し
、味
わ
う
」
の
で
し
ょ
う
か
。
読
み
手
の
た
め
で
し
ょ
う
か
、聞
き
手
の
た
め
で
し
ょ

う
か
。
実
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
意
義
が
あ
り
ま
す
。
読
み
手
は
作
品
を
声
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
理
解

し
、
聞
き
手
は
、
そ
の
声
を
聞
く
こ
と
で
「
鑑
賞
」
で
き
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
読
み
手
の
味
わ
い
が
同
時
に
聞
き
手
の

味
わ
い
に
な
る
の
で
す
。

　

朗
読
の
訓
練
を
し
た
人
に
は
声
の
表
現
力
が
身
に
つ
い
て
き
ま
す
。
わ
た
し
の
周
辺
で
も
、「
話
を
す
る
の
が
楽
に
な
っ

た
」
と
か
、「
言
い
た
い
こ
と
が
す
ぐ
に
口
か
ら
出
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
喜
び
の
声
を
聞
き
ま
す
。
さ
ら
に
、「
気

持
ち
に
自
信
が
つ
い
て
き
た
」
と
か
、「
ひ
と
声
で
自
分
の
話
に
注
目
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
か
、「
黙
っ
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言
語
に
は
、
①
発
音（
音お
ん
い
ん韻
）、
②
語
イ
、
③
文
法
、
④
文
字
、
の
４
つ
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
国
の

言
語
に
お
い
て
共
通
で
す
。

　

①
は
、
こ
と
ば
を
形
づ
く
る
音お
ん

で
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
発
音
に
は
微
妙
な
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
が
、
共
通
し
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
音お
ん
い
ん韻

で
す
。
日
本
語
で
は
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

②
は
音
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
で
き
る
単
語
で
す
。
英
語
で
言
う
な
ら
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
で
す
。

　

③
は
、
語
句
が
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
文
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
ば
の
組
み
立
て
方
の
き
ま
り
で
す
。

　

④
は
、
コ
ト
バ
を
表
示
し
記
録
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
日
本
語
の
文
字
に
は
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

朗
読
を
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
ち
が
い
を
ア
タ
マ
に
お
い
て
練
習
し
ま
す
。
特
に
注
意
す
る
こ
と
は
、

文
字
と
発
音
と
の
ズ
レ
で
す
。
文
字
が
そ
の
ま
ま
発
音
を
表
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
も
文
字
を
読
み
あ

げ
て
い
て
は
進
歩
し
ま
せ
ん
。
文
字
を
声
の
コ
ト
バ
に
転
換
す
る
能
力
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

手
と
の
双
方
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

読
み
手
に
と
っ
て
は
、
朗
読
の
長
さ
は
ど
の
く
ら
い
が
よ
い
の
か
、
会
場
の
広
さ
は
ど
の
く
ら
い
が
よ
い
の
か
、
ど
ん

な
と
き
に
マ
イ
ク
を
使
う
の
か
、
ナ
マ
の
声
と
マ
イ
ク
の
声
と
で
は
読
み
方
を
ど
う
変
え
る
の
か
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
聞
き
手
に
と
っ
て
も
、
ど
ん
な
態
度
で
聞
い
た
ら
よ
い
の
か
、
朗
読
の
ど
こ
に
注
意
し
て
聞
い
た
ら
よ
い
の
か
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

第
二
次
大
戦
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
話
と
し
て
、
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
び
と
が
防
空
壕

に
避
難
し
ま
し
た
。
真
っ
暗
な
中
で
人
び
と
は
恐
怖
に
襲
わ
れ
て
不
安
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
だ
れ
か
が
み

ん
な
に
詩
を
暗
唱
し
て
聞
か
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
き
な
慰
め
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

朗
読
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
特
別
の
道
具
は
要
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
し
た
場
所
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
簡
単
に
朗
読
会
を

開
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
読
む
べ
き
本
が
な
く
て
も
暗
記
し
て
い
れ
ば
人
に
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
げ
さ

な
音
響
装
置
も
照
明
も
要
り
ま
せ
ん
。
生
活
の
な
か
で
の
小
さ
な
楽
し
み
と
し
て
も
っ
と
も
っ
と
開
催
さ
れ
る
と
よ
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
小
さ
な
芸
術
発
表
会
で
す
。
し
か
も
、
だ
れ
も
が
す
ぐ
に
参
加
で
き
て
お
互
い
が
楽
し
め
る
も
の
で

す
。
さ
ら
に
、
各
地
に
あ
る
文
学
館
や
美
術
館
な
ど
を
会
場
に
し
て
朗
読
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
す
ば
ら
し
い

こ
と
で
す
。
総
合
的
な
文
化
交
流
の
場
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

以
上
、
朗
読
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
問
題
に
触
れ
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
お
話
の
な
か
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
コ
ラ
ム
）　

コ
ト
バ
に
は
４
つ
の
要
素
が
あ
る
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声
に
出
し
て
読
む
こ
と
を
音
読
と
い
い
、
声
に
出
さ
ず
に
読
む
こ
と
は
黙
読
と
い
い
ま
す
。
ひ
と
く
ち
に
黙
読
と
い
っ

て
も
そ
の
や
り
方
は
次
の
よ
う
に
３
通
り
あ
り
ま
す
。
①
音お
ん

読
み
、
②
目め

読
み
、
③
拾
い
読
み
で
す
。

　

①「
音お
ん

読
み
」
と
は
、
文
字
を
見
な
が
ら
ア
タ
マ
の
な
か
に
文
字
の
音お
ん

を
思
い
浮
か
べ
る
読
み
方
で
す
。
音
読
を
す
る

の
と
同
じ
だ
け
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
音
読
と
同
じ
く
ら
い
の
読
み
の
訓
練
が
で
き
ま
す
。

　

②「
目め

読
み
」
と
は
、
文
字
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
や
語
句
の
ま
と
ま
り
を
目
で
見
て
、
直
接
に
意
味
を
理
解
す
る
読
み
方

で
す
。
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
黙
読
が
こ
の
や
り
方
で
す
。

　

③「
拾
い
読
み
」
と
は
、
本
の
字
づ
ら
に
目
を
走
ら
せ
な
が
ら
、
絵
や
写
真
を
見
る
よ
う
に
文
の
意
味
を
読
み
取
る
方

法
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
語
句
だ
け
を
拾
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
速
読
は
こ
の
読
み
方
で
す
。

（
コ
ラ
ム
）　

黙
読
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
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【第２章の構成】

～本章の流れ～

良い声は口先の動きだけで出るものではない。

からだ全体の動きが必要

安定した姿勢（腰かけた姿勢＆立った姿勢）が必要

声が４つのはたらきによって出ることを知るのも必要

良い声を出すための練習の方法は４種類

そのためには

さらに

練習次第で良い声が出せる

息を吐く練習（３種類）

ノドの使い方の練習（５種類）

舌の使い方の練習（４種類）

口の構え方の練習（１種類）

～本章のねらい～
良い声を出すにはからだの動きが重要なことを学ぶ
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【第３章の構成】

～本章の流れ～

最終的な目標である「読みにリズムを生みだす」ためには

フレーズを作って、目玉アクセントをつける必要がある

以下の手順を踏む必要がある

そのためには

～本章のねらい～
作品を感情豊かに表現するには

区切りとアクセントによるリズムが必要

大前提　　：アクセントについて知る

ステップ１：文章を２音３音のリズムに区切ってみる

ステップ２：２音３音ごとに強さアクセントをつけてみる

ステップ３：フレーズを作って、目玉アクセントをつける
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【第４章の構成】

～本章の流れ～

文を理解するには文法を学ぶ必要がある
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

文法を学ぶにあたっては
文分析と文の成分を知識として知っておく必要がある

文の構造を自分で分析できるようにしておく必要もある
　　　　　　　　　　　　　　

文字レベルで分析した文の構造を音声化することであり、
このときに重要なのがイントネーションである

　イントネーションについて知る必要がある

さらに

～本章のねらい～
文章の意味を伝えるためには、
読み手の文の理解が必要

文章を読むということは
つまり……

文の構造を音声化するには

１）イントネーションの原則とは

２）実際の読みでは「どの文要素」を強めるのか

文分析ができると読解力も深まる
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【第５章の構成】

～本章の流れ～

記号づけとは＝作品を音声化するための分析である

　　　　　　　

　　

記号の種類は３分野１０種類であることを知る

　　

記号づけの方法（各種記号の付け方）を知る

記号づけの応用法を知る

さらに

～本章のねらい～

作品構造（語りや会話など）と文章の構造（間と強調）を
読みとるために記号づけをする

１）カッコの記号（３種類）

２）切れ目の記号（４種類）　

３）プロミネンスの記号（３種類）

１）カッコでくくる記号（カギ、カッコ、山カッコ）の付け方

２）文の切れ目の記号（区切り、間、切りかえ、ツナギ）の付け方　

３）プロミネンスの記号（アクセント、波線、二重線）の付け方

同時に

最後に

１）作品理解の準備として

２）仕上げ読みの目標として　

３）聞き取りの手がかりとして

４）作品朗読法の共有財産として



��

【第６章の構成】

～本章の流れ～

本章のねらいである「作品の世界を楽しんでもらう」ためには

文章を音声化して、

かつ作品に合った表現の方法を学ぶ必要がある

表現の方法としては５つ

「語り」の表現の仕方（文のかたち）

描写と説明の表現の仕方

プロミネンス（強調）の表現の仕方

文と文のメリハリの付け方

～本章のねらい～

作品の世界を楽しんでもらえるような読みにする

人物・会話・対話の表現の仕方



��

【第７章の構成】

～本章の流れ～

本章のねらいである「文学作品の文体と語り口のちがい」を

表現するためには

次の３つを学ぶ必要がある

文学文と理論文とでは「読み方」がちがう

作品の背景となる心情のちがいを学ぶ

・背景感情

・背景行為

語り口の種類のちがいを知る

・口調は５種類

・語り口は10種類

～本章のねらい～

さまざまな文学作品の文体と語り口のちがいを

表現すること
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す
。
２
音
３
音
の
区
切
り
の
ア
ク
セ
ン
ト
原
理
は
単

純
で
す
。
下
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

２
音
で
も
３
音
で
も
い
ず
れ
か
１
カ
所
に
強
さ
ア

ク
セ
ン
ト
が
つ
き
ま
す
。
２
音
な
ら
ば
前
か
後
ろ
、

３
音
な
ら
ば
前
か
中
か
後
ろ
で
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
が

後
ろ
に
つ
く
と
き
に
は
原
則
と
し
て
音
が
上
が
り
ま

せ
ん
。
か
ら
だ
が
沈
み
込
ん
だ
発
声
に
な
る
か
ら
で

す
。
そ
し
て
、
２
音
の
前
、
３
音
の
前
と
中
の
音お

ん

で

は
、
力
が
入
る
と
と
も
に
音
が
上
が
り
ま
す
。

　

上
体
の
落
と
し
込
み
と
か
ら
だ
の
沈
み
込
み
と
が

ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
と
一
致
し
た
と
き
に
、
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
発
声
に
な
り
ま
す
。
か
ら
だ
の
動
き
と
ア
ク

セ
ン
ト
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
う
ま
く
合
う
よ
う
に
な
る

ま
で
練
習
し
ま
し
ょ
う
。

２音３音のアクセント原理

①２音の場合

②３音の場合

２音ならば前か後ろのい
ずれかに強さアクセント
が付く

３音ならば前か、中か、後ろ
のいずれかに強さアクセント
が付く

前 後

前 中 後
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げきりゅうにもまけぬ

あいとまことのいだいなちからを

げきりゅう　　まけ

あい　　まこと　　いだい　　　ちから

げきりゅうにも　まけぬ

あいとまことの　いだいな　ちからを

？

？ ？ ？

２音３音アクセントの応用

①単語だけを取り出した例

②単語（名詞や動詞など）をつなげた例

③２音３音のアクセント原理を応用した例
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文分析の段階図

※第１段階から第３段階まで太い線の区切りで読んでください
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ま
ず
、
実
際
の
記
号
づ
け
を
見
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。
次
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
し
た
。
志
賀
直
哉
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」

の
冒
頭
の
部
分
で
す
。

　

ず
い
ぶ
ん
複
雑
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
安
心
し
て

く
だ
さ
い
。
あ
と
の
解
説
を
読
め
ば
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
記
号
の
意
味
が
わ
か
っ
て
き

ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
で
も
こ
の
よ
う
な

記
号
を
つ
け
て
作
品
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

朗読用の記号一覧
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～「清兵衛と瓢箪」の記号づけの例～
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人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
表
現
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
ま
す
。
そ
れ
が
発
展
す
る
と
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
り
ま

す
。
朗
読
も
、
あ
る
段
階
ま
で
来
る
と
、
声
に
よ
る
表
現
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
朗
読
と
呼
ぶ
よ
り
も
「
表
現

よ
み
」
と
呼
び
た
く
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
わ
た
し
は
以
前
に
『
表
現
よ
み
と
は
何
か―

朗
読
で
楽
し
む

文
学
の
世
界
』（1995　

明
治
図
書
出
版
）
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
。
朗
読
理
論
を
基
礎
に
し
て
、
声
に
よ
る
文
学

作
品
の
表
現
の
可
能
性
を
考
え
た
の
で
す
。

　

朗
読
が
声
に
よ
る
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
方
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ま
だ
ま
だ
多

く
の
人
た
ち
が
朗
読
を
表
現
と
し
て
楽
し
む
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
表
現
す
る
こ
と

に
躊
躇
し
た
り
、
遠
慮
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
「
朗
読
で
は
ど
こ
ま
で
表
現
し
て
よ
い
の
か
」
と
か
、「
朗
読
と
演
技
と
は
ち
が
う
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
よ
く

受
け
ま
す
。
朗
読
で
は
演
技
を
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
演
技
な
ら
ば
自
由
に
や
れ
る
の
に
、
朗
読

文
学
作
品
の
表
現
よ
み

４

と
な
る
と
萎
縮
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
俳
優
に
よ
る
朗
読
に
典
型
的
に
現
わ
れ
ま
す
。
生
き
生
き
し
た

演
技
の
で
き
る
俳
優
が
朗
読
を
す
る
と
き
に
は
、
何
か
に
遠
慮
し
て
い
る
よ
う
な
地
味
な
朗
読
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

朗
読
さ
れ
る
の
は
文
学
作
品
で
す
。
そ
こ
に
は
、
作
者
や
「
語
り
手
」
や
人
物
の
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品

に
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
声
で
も
表
現
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
作
品
の
文

章
を
正
確
に
読
み
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
し
お
か
し
な
調
子
が
つ
い
た
り
、
違
和
感
を
感
じ
る
よ
う
な
朗
読
に
な
る

と
し
た
ら
、
文
章
の
読
み
取
り
方
や
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
付
け
方
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
本
を
読
ん
で
き
た
あ
な
た
に
は
、
朗
読
の
基
本
が
ひ
と
通
り
お
わ
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、

あ
な
た
の
好
き
な
作
品
を
選
ん
で
、
記
号
づ
け
で
分
析
し
な
が
ら
呼
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
記
号
づ
け
が
で
き
れ

ば
、
作
品
を
表
現
す
る
と
い
う
目
標
の
８
合
目
ま
で
は
到
達
で
き
ま
す
。
あ
と
の
２
割
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
個
性
に
よ

る
表
現
に
な
り
ま
す
。

　
「
記
号
づ
け
に
し
た
が
っ
た
ら
個
性
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

個
性
と
い
う
も
の
は
そ
ん
な
弱
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
記
号
づ
け
は
あ
く
ま
で
記
号
で
す
。
大
ま
か
な
基
本
を
定
め

る
も
の
で
す
。
個
々
人
の
読
み
方
を
し
ば
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
声
に
よ
る
表
現
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
た
と
え

記
号
ど
お
り
に
読
ん
で
も
、
各
人
の
読
み
方
は
決
し
て
同
一
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
朗
読
の
表
現
の
お
も
し
ろ
さ

が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
、
わ
た
し
た
ち
が
話
し
て
い
る
言
葉
は
自
分
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
ほ
か
の
人
た
ち
が
使
っ

て
き
た
言
葉
を
借
り
て
自
分
の
考
え
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
声
の
響
き
は
ま
ち
が
い
な
く
個
性
的
な
も
の
で
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す
。
例
え
ば
、
母
音
の
「
ア
イ
ウ
エ
オ
」
の
発
音
も
厳
密
に
は
ひ
と
り
ひ
と
り
み
な
ち
が
い
ま
す
。
こ
と
ば
の
規
準
に
な

る
音お

ん
い
ん韻
と
し
て
の
共
通
性
が
あ
る
だ
け
で
す
。

　

記
号
づ
け
の
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
波
線
の
表
現
も
二
重
線
の
表
現
も
、
ひ
と
つ
の
表
現
だ
け
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
読
み
手
の
個
性
に
よ
っ
て
表
現
の
仕
方
は
変
わ
り
ま
す
。
個
々
人
の
身
体
的
な
条
件
が
ち
が
う
の
と
同
じ
で

す
。
声
の
質
の
ち
が
い
、
声
の
高
さ
の
ち
が
い
、
力
の
入
れ
方
の
ち
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
一
つ
ひ
と
つ
の
語
句
の
表
現
が

変
わ
り
ま
す
。
作
品
全
体
の
表
現
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
上
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
細
か
い
部
分
で

微
妙
な
表
現
の
ち
が
い
が
出
て
き
ま
す
。

　
「
西
遊
記
」
の
孫
悟
空
の
た
と
え
話
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
お
釈
迦
様
の
も
と
を
飛
び
立
っ
て
十
万
八
千
里
を
飛
翔

し
た
と
い
う
孫
悟
空
が
、
じ
つ
は
お
釈
迦
様
の
手
の
ひ
ら
の
中
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
ま
っ
た
く
制
限

の
な
い
自
由
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
朗
読
の
た
め
の
文
法
や
記
号
づ
け
と
い
う
も
の
は
、
だ
れ
も
が
守
る
べ
き

基
本
で
す
。
そ
の
ワ
ク
の
中
で
新
た
な
表
現
を
生
み
出
す
の
が
朗
読
に
お
け
る
創
造
性
な
の
で
す
。

　

最
後
に
、
語
り
口
の
10
通
り
の
代
表
例
と
な
る
作
品
の
冒
頭
部
分
を
記
号
づ
け
を
し
て
紹
介
し
ま
す
。
付
録
の
Ｃ
Ｄ
に

は
わ
た
し
の
読
み
の
録
音
も
あ
り
ま
す
の
で
、
記
号
を
見
な
が
ら
お
聴
き
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
録
音
は
あ
く

ま
で
わ
た
し
の
表
現
で
す
。
マ
ネ
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
マ
ネ
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
マ
ネ
が
で
き
る
の
は
表
面
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
朗
読
に
上
達
す
る
コ
ツ
は
、
読
み
手
自
身
が
作
品
そ
の
も
の
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
す
。
あ
な
た
の
表

現
は
あ
な
た
の
理
解
と
解
釈
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。

　

あ
ら
ゆ
る
表
現
と
同
じ
よ
う
に
、
朗
読
は
単
な
る
技
術
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
終
的
に
は
、
読
み
手
の
人
間
そ
の
も
の

の
表
現
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
朗
読
に
上
達
す
る
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
小
説
を
読
ん
だ
り
、
よ
い
芝
居
を
見
た
り
、

よ
い
音
楽
を
聴
い
た
り
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
人
生
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
体
験
が
声
の
表
現
の
た
め
の
糧か

て

と
な
る
の
で
す
。

【
Ｃ
Ｄ
録
音
作
品
一
覧
】

①
回
想
風―

「
思
い
出
」
太
宰
治

②
日
記
風―

「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
志
賀
直
哉

③
告
白
風―

「
濁
っ
た
頭
」
志
賀
直
哉

④
手
紙
風―

「
Ｋ
の
昇
天
」
梶
井
基
次
郎

⑤
昔
話
風―

「
蜘
蛛
の
糸
」
芥
川
龍
之
介

⑥
童
話
風―

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
宮
沢
賢
治

094

095096
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⑦
講
談
風―

「
最
後
の
一
句
」
森
鴎
外

⑧
落
語
風―

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
夏
目
漱
石

⑨
芝
居
風―
「
藪
の
中
」
芥
川
龍
之
介

⑩
演
劇
風―

「
駈
込
み
訴
え
」
太
宰
治

097098
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今
、
最
終
仕
上
げ
が
終
わ
っ
て
ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
。
１
年
が
か
り
の
仕
事
で
し
た
。
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
の
と
き
に
、

編
集
者
か
ら
「
30
年
は
売
れ
る
本
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
ば
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
、
本
の
全
体
を
見
回

し
て
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
本
当
に
そ
う
い
う
本
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
今
か
ら
15
年
ほ
ど
前
に
『
表
現
よ
み
と
は
何
か―

―

朗
読
で
味
わ
う
文
学
の
世
界
』（1995　

明
治
図
書

出
版
）
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
朗
読
の
理
論
を
基
礎
と
し
て
文
学
作
品
を
表
現
す
る
た
め
の
読
み
方

に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。
今
回
、
わ
た
し
は
、
朗
読
検
定
の
た
め
の
「
教
科
書
」
を
書
く
と
い
う
の
で
、
改
め
て
朗
読
に

つ
い
て
根
本
か
ら
問
い
直
す
作
業
を
始
め
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
音
声
表
現
の
基
礎
を
実
践
的
に
と
ら
え
直
す
仕
事
で
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
こ
の
本
は
ま
さ
に
「
教
科
書
」
と
い
わ
れ
る
も
の
に
仕
上
が
り
ま
し
た
。
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
日
本
語

の
音
声
表
現
教
育
の
た
め
の
教
科
書
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
朗
読
に
限
ら
ず
、
小
中
学
校
の
国
語
科
の
参
考
書
と
し
て

も
画
期
的
な
本
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
文
部
科
学
省
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
項
目

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
項
目
に
関
す
る
指
導
方
法
は
す
べ
て
こ
の
本
の
ど
こ
か
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
と
が
き
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新
学
習
指
導
要
領
・
小
学
校
国
語（
平
成
23
年
４
月
か
ら
実
施
）

◆
第
１
学
年
お
よ
び
第
２
学
年

　

○
姿
勢
や
口
形
、
声
の
大
き
さ
や
速
さ
な
ど
に
注
意
し
て
、
は
っ
き
り
し
た
発
音
で
話
す
こ
と
。

　

○
語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響
き
な
ど
に
気
を
付
け
て
音
読
す
る
こ
と
。

　

○
言
葉
に
は
、
事
物
の
内
容
を
表
す
働
き
や
、
経
験
し
た
こ
と
を
伝
え
る
働
き
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
。

　

○
音
節
と
文
字
と
の
関
係
や
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
語
の
意
味
の
違
い
な
ど
に
気
付
く
こ
と
。

　

○
言
葉
に
は
、
意
味
に
よ
る
語
句
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
。

　

○
文
の
中
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
注
意
す
る
こ
と
。

◆
第
３
学
年
お
よ
び
第
４
学
年

　

○
相
手
を
見
た
り
、
言
葉
の
抑
揚
や
強
弱
、
間
の
取
り
方
な
ど
に
注
意
し
た
り
し
て
話
す
こ
と
。

　

○
内
容
の
中
心
や
場
面
の
様
子
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
音
読
す
る
こ
と
。

　

○
目
的
に
応
じ
て
、
中
心
と
な
る
語
や
文
を
と
ら
え
て
段
落
相
互
の
関
係
や
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
考
え
、
文
章
を

　
　

読
む
こ
と
。

　

○
場
面
の
移
り
変
わ
り
に
注
意
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
性
格
や
気
持
ち
の
変
化
、
情
景
な
ど
に
つ
い
て
、
叙
述
を
基

　
　

に
想
像
し
て
読
む
こ
と
。

　

○
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱

　
　

を
し
た
り
す
る
こ
と
。

　

○
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。

　

○
言
葉
に
は
、
考
え
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
表
す
働
き
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
。

　

○
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
な
ど
、
文
の
構
成
に
つ
い
て
初
歩
的
な
理
解
を
も
つ
こ
と
。

　

○
指
示
語
や
接
続
語
が
文
と
文
と
の
意
味
の
つ
な
が
り
に
果
た
す
役
割
を
理
解
し
、
使
う
こ
と
。

◆
第
５
学
年
お
よ
び
第
６
学
年

　

○
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
、
事
柄
が
明
確
に
伝
わ
る
よ
う
に
話
の
構
成
を
工
夫
し
な
が
ら
、
場
に
応
じ
た
適
切
な
言
葉

　
　

遣
い
で
話
す
こ
と
。

　

○
自
分
の
思
い
や
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
音
読
や
朗
読
を
す
る
こ
と
。

　

○
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
。

　

○
文
章
の
中
で
の
語
句
と
語
句
と
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
。

　

○
語
感
、
言
葉
の
使
い
方
に
対
す
る
感
覚
な
ど
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
こ
と
。

　

○
文
や
文
章
に
は
い
ろ
い
ろ
な
構
成
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。
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こ
の
本
に
書
か
れ
た
実
践
の
方
法
は
、
日
本
語
を
使
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
音
声
言
語
能
力
を
高
め
る
た
め
の
も
の

で
す
。
同
時
に
、
以
前
に
は
子
ど
も
だ
っ
た
お
と
な
に
と
っ
て
も
、
言
語
能
力
を
養
成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
応
用
で

き
る
も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
中
学
生
・
高
校
生
の
読
者
を
意
識
し
て
書
き
ま
し
た
が
、
お
と
な
に
と
っ
て
も
読
み

応
え
の
あ
る
内
容
で
す
。
少
な
く
と
も
、
第
５
章
ま
で
の
内
容
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
一
般
社
会
人
の
話
し
コ
ト
バ
能
力
と

し
て
は
十
分
な
も
の
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

今
、
現
代
日
本
の
言
語
生
活
に
お
い
て
、
特
に
貧
し
い
の
が
音
声
言
語
で
す
。「
こ
と
ば
」
と
い
う
と
文
字
、
文
字
と

い
う
と
「
漢
字
」
と
い
う
発
想
は
、
わ
た
し
た
ち
の
言
語
能
力
を
萎
縮
さ
せ
る
も
の
で
す
。
も
と
も
と
、
こ
と
ば
と
は
音

声
で
し
た
。そ
れ
も
個
々
人
の
身
体
行
動
と
し
て
の
音
声
の
こ
と
ば
な
の
で
す
。現
代
日
本
の
若
者
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
の
不
足
も
、
読
書
離
れ
と
言
わ
れ
る
現
象
も
、
そ
の
本
質
は
音
声
言
語
能
力
の
欠
如
に
あ
る
と
わ
た
し
は
考

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、人
間
と
し
て
の
発
言
に
お
け
る
自
信
の
な
さ
、生
き
る
力
へ
の
不
安
に
ま
で
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

　

わ
た
し
は
、
こ
の
本
が
、
子
ど
も
た
ち
の
言
語
能
力
の
養
成
の
た
め
に
も
、
お
と
な
た
ち
の
言
語
能
力
を
高
め
る
た
め

に
も
役
に
立
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
本
を
教
科
書
と
し
て
行
わ
れ
る
朗
読
検
定
が
、
今
後
、
大

き
な
発
展
を
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
本
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
方
が
た
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
方
が
た
の
ご
協
力
な

く
し
て
、
こ
の
本
は
完
成
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
こ
と
ば
を
捧
げ
ま
す
。

　

表
現
よ
み
オ
ー
の
会
の
各
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
の
12
年
間
、
わ
た
し
と
と
も
に
表
現
よ
み
の
共
同
研
究
を
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
日
本
朗
読
検
定
協
会
の
稲
葉
英
美
子
、
佐
藤
久
美
子
、
葉
月
の
り
こ
、
原
田
里
美
、
村
山
博
之
の
各
氏
に
は
、

全
体
構
想
の
段
階
で
参
考
に
な
る
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
コ
ト
バ
の
会
の
青
木
健
二
、
下
川
浩
、
原
嶋
邦
雄
の

各
氏
か
ら
は
、
言
語
理
論
と
文
法
に
つ
い
て
の
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
編
集
で
は
、
き
り
く
の
磯
崎
公
亜
氏
、
音
声

収
録
に
ブ
ラ
イ
ト
リ
ー
レ
コ
ー
ド
の
八
木
岡
健
二
氏
、
企
画
原
稿
化
、
書
籍
デ
ザ
イ
ン
を
は
じ
め
と
し
た
制
作
・
出
版
に

は
パ
ン
ロ
ー
リ
ン
グ
株
式
会
社
の
岡
田
朗
考
氏
、
竹
内
吾
郎
氏
に
協
力
い
た
だ
き
、
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
１
年
間
に
わ
た
る
執
筆
期
間
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
支
え
て
く
れ
た
妻
の
陽
子
に
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
１
２
年
１
月
11
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
１
１
年
３
月
11
日
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
10
カ
月
目
の
日
に　
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●
参
考
に
し
た
文
献
（
ほ
ぼ
著
作
年
代
順
）

吉
田 
一
穂 

「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」1930 

『
吉
田
一
穂
全
集
Ⅱ
』1983 

小
澤
書
店

日
下
部
重
太
郎
『
朗
読
法
精
説
』1932　

中
文
舘
書
店

神
保　

格　
『
読
本
の
朗
読
法
』1940　

晃
文
社

湯
山　

清　
『
国
語
リ
ズ
ム
の
研
究
』1944　

国
語
文
化
研
究
所

幸
田　

露
伴
「
音
幻
論
」1945

『
露
伴
随
筆
集
（
下
）』1993　

岩
波
書
店

久
保　

栄　
『
久
保
栄
演
技
論
講
義
』1976　

三
一
書
房

Ｓ
・
Ｋ
・
ラ
ン
ガ
ー
（
池
上
保
太/
矢
野
萬
里
訳
）『
芸
術
と
は
何
か
』1967　

岩
波
書
店

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
（
木
田
元
ほ
か
訳
）『
言
語
の
現
象
学
』2001　

み
す
ず
書
房

坂
田
午
二
郎
『
や
さ
し
い
発
音
・
発
語
指
導
』1973　

日
本
特
殊
教
育
協
会

野
口
三
千
三
『
原
初
生
命
体
と
し
て
の
人
間
』1972 

三
笠
書
房

大
久
保
忠
利
『
楽
し
く
わ
か
る
日
本
文
法
』1976　

一
光
社

荒
木　

茂　
『
表
現
よ
み
入
門
』1979　

一
光
社

石
田
佐
久
馬
『
音
読
・
朗
読
・
黙
読
』1979　

東
京
書
籍

竹
内　

敏
晴
『
話
す
と
い
う
こド

ラ
マと―

―

朗
読
源
論
へ
の
試
み
』1981　

国
土
社

大
久
保
忠
利
・
斎
藤
郁
子
編
『
表
現
よ
み
と
国
語
教
育
』1983　

明
治
図
書
出
版

近
江　

誠　
『
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
入
門
』1984　

大
修
館
書
店

日
本
放
送
協
会
編
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
ス
・
セ
ミ
ナ
ー
』1985　

日
本
放
送
出
版
協
会

石
塚　

雄
康
『
い
き
・
こ
え
・
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ―

日
本
語
の
た
め
の
呼
吸
・
発
声
・
発
音
法
』1992　

青
雲
書
房

下
川　

浩　
『
現
代
日
本
語
構
文
法―

大
久
保
文
法
の
継
承
と
発
展
』1993　

三
省
堂

渡
辺　

知
明
『
表
現
よ
み
と
は
何
か―

―

朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界
』1995　

明
治
図
書
出
版

杉
藤
美
代
子
『
声
に
だ
し
て
読
も
う
！―

―

朗
読
を
科
学
す
る
』1996　

明
治
書
院

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
編
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
日
本
語
発
音
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
』1998　

日
本
放
送
出
版
協
会

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
ス
・
セ
ミ
ナ
ー
編
集
委
員
会
編
『
新
版
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
ス
・
セ
ミ
ナ
ー
』2005　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

中
村　

明
一
『「
密
息
」
で
身
体
が
変
わ
る
』2006 

新
潮
社

下
川　

浩　
『
コ
ト
バ
の
力
・
伝
え
合
い
の
力
』2009　

え
む
企
画
出
版
社

金
田
一
春
彦
監
修
『
新
明
解
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
Ｃ
Ｄ
付
き
』2010　

三
省
堂
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ヒツジの声  60

必要成分  157,163

表現よみ  23,320 ,322

描写  245

腹式呼吸  46

腹式発声  46

副助詞  258

複文  238

フレーズ  125,127 ,130

プロミネンス  209,210 ,255 ,262 ,266 ,282

文  143,145 ,159 ,229 ,232 ,268

文学言語  295,298

文学作品  255,295 ,307 ,320

文型  156,232 ,235

文素  146

文体  310

文の骨組み  254

文分析  143,149 ,170 ,173 ,176 ,178

文法  139,143

文脈  262

母音  77,78

●マ行

マイク  42

無声音  69,74

目玉アクセント  125

黙読  30

物語  227,245 ,310

●ヤ行

良い朗読  308

読む  15

●ラ行

ラング  319

リズム  87,99 ,101

リラックス  35

理論言語  298

朗読  15,21 ,23 ,308 ,318

録音  308

論理  276
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●ア行

アクセント  89,90 ,92 ,94 ,100 ,113

息  43,48

イヌの声  61

イメージ  295

イントネーション  87,153 ,158 ,159

ウラ声  61,65 ,267

売り声  68

オーラル・インタープリテーション  191

音楽  309

音声合成  142

音読  15,23

●カ行

解釈  264

会話  198,281

語り口  310,312 ,314

語り手  277,282 ,312

滑舌  69,75

カラスの声  62

からだ  33

聞く  15

記号づけ  187,196 ,210 ,212 ,321

記号づけの記号  192,194

　「カギ」  199

　「カッコ」  200

　「山カッコ」  201

　「区切り」  203

　「間」204

　「切りかえ」  205

　「ツナギ」  206

　「アクセント」  208

　「波線」  209

　「二重線」  210

共通語  89

くさび形  247,250

口のかまえ  76

言語  29

口頭解釈  190

声  40,50

腰  35

腰かけた姿勢  36

語順  260

コソアドことば  262

コトバの網  319

ことわざ    107,115 ,129

【索引】

１ ２

●サ行

作者  277

作品の選び方  307

詩  212

地声  58,65 ,267

指示語  262

姿勢  33,36 ,38

舌  69

地の文  198,281

修飾語  247,251

自由成分  157,165

修体文素  158,254

重複文  240

重文  236

修用文素  158,254

主要成分  156,159

小説  227,310

人物  277,284

声帯原音  52

成分・要素一覧表  147

接続語  272

説明  250

●タ行

ダイ・ドドナ・ドドナ  20,257 ,303 ,305

対話  282,284

高さアクセント  90,94 ,101

立った姿勢  38

単位文  229,236

短歌  106,114

段落  270

追体験  310

強さアクセント  92,94 ,96 ,99

テーマ・レーマ展開  169

登場人物  277

倒置文  261

●ナ行

内言  279

２音３音  57,101 ,110 ,112 ,116 ,123

ノド  51

ノド声  67

●ハ行

俳句  104,114

背景感情  300,302

背景行為  300,304

発声  46,57

鼻声  66

早口ことば  69,75

パロール  319

鼻濁音  66



�

343

■著者プロフィール　渡辺知明（わたなべ・ともあき）

　1952 年、群馬県桐生市に生まれる。法政大学卒業後、日本コトバの会に
入会。大久保忠利氏より言語理論、国語教育理論、表現よみ理論などを学ぶ。
現在、コトバ表現研究所所長、日本コトバの会講師・事務局長、表現よみオー
の会代表、日本朗読検定協会副理事長。
　著書＝『放し飼いの子育て―やる気と自立の教育論』(1994 一光社 )、『表
現よみとは何か―朗読で楽しむ文学の世界』(1995 明治図書出版 )
　編著書＝日本コトバの会編『コトバ学習事典』(1988 一光社 )、『大久保忠
利著作選集・第３巻 生きたコトバⅠ―話し・聞き』(1992 三省堂 )、『大久保
忠利著作選集・第４巻 生きたコトバⅡ―読み・書き』(1992 三省堂 )




