
　

一　

声
を
届
け
、
受
け
と
め
る
。

　
『
し
ょ
う
が
く
せ
い
の
こ
く
ご 
一
年 

下
』
一
〇
六

ペ
ー
ジ
に
「
こ
え
の　

大
き
さ
」
と
い
う
、
音
量
を

四
段
階
に
分
け
た
発
声
法
の
解
説
が
あ
る
。
教
材
の

ね
ら
い
は
、
話
す
場
所
や
相
手
に
よ
っ
て
、
ど
の
く

ら
い
の
声
の
大
き
さ
が
よ
い
か
を
考
え
、
話
す
よ
う

に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

話
す
声
の
大
き
さ
に
、
学
習
の
中
心
を
置
い
て
い

る
。
一
年
生
の
教
材
と
し
て
、
必
須
で
重
要
な
教
材

で
あ
る
。
一
年
生
に
は
、
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て
も

わ
か
ら
な
い
。
ま
ず
声
量
に
気
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と

す
る
の
は
時
機
を
得
た
学
習
で
あ
る
。

音
声
言
語
指
導
の
視
点
か
ら
見
た

教
科
書
の
特
徴

●
前
群
馬
大
学  
高
橋
俊
三

　

そ
れ
で
は
、
教
師
用
指
導
書
の
何
ペ
ー
ジ
か
に
、

話
す
と
き
の
声
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

が
、
中
心
的
な
事
項
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
し

た
ら
、
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
不
足
。
声
の

大
き
さ
は
、
話
す
と
き
の
初
歩
の
初
歩
。
教
師
の
話

は
、
そ
の
上
を
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
声
は
聞

こ
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。相
手
に
届
け
る
の
だ
。

　

届
け
る
声
は
、「
話
す
場
所
や
相
手
」
に
よ
っ
て
、

低
い
声
、
落
ち
着
い
た
声
な
ど
、
質
に
も
関
係
す
る
。

ま
た
、
声
の
質
は
、
伝
え
よ
う
と
す
る
物
・
事
と
も

関
係
す
る
。
一
年
上
六
〇
ペ
ー
ジ
に
あ
る
教
材
「
い

ろ
い
ろ
な　

こ
え
」
は
、そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

驚
い
た
と
き
の
「
あ
」、
何
か
を
見
つ
け
た
と
き
の

「
あ
」、
あ
く
び
の
「
あ
」
は
、
皆
違
う
の
だ
（
も
ち

ろ
ん
、
声
量
も
違
う
）。

　

声
量
と
声
質
は
、
温
か
い
眼
差
し
を
向
け
た
り
、

手
を
振
り
上
げ
た
り
す
る
な
ど
の
身
体
動
作
と
も
関

係
す
る
。
音
声
言
語
の
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体

言
語
ま
で
を
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

聞
く
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、
ま
た
、
話
し
合

う
（
聞
き
合
う
）
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、
声
量

と
声
質
の
両
面
か
ら
、
相
手
の
声
を
受
け
と
め
、
互

い
に
受
け
と
め
合
う
こ
と
の
重
大
さ
と
、
楽
し
さ
と

を
、
理
解
さ
せ
、
習
得
さ
せ
、
活
用
さ
せ
て
い
く
こ

と
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

たかはし　しゅんぞう
前群馬大学教授。小中
高大学の教職を経験。
ＮＨＫテレビ「朗読入
門」「話し方教室」など
に出演。NPO日本朗
読文化協会顧問。『な
んとユーモア』（文教書
院），『声を届ける　音
読・朗読・群読の授業』
（三省堂）など著書多
数。

１年「いろいろな　こえ」

１年「こえの　大きさ」

10

言葉の学�_P010-013_高橋.indd   10 10.5.11   9:24:03 AM



　

二　

声
を
届
け
、
受
け
と
め
る
具
体
の
姿

　
『
小
学
生
の
国
語 

三
年
』
五
八
ペ
ー
ジ
に
、「
声
を

合
わ
せ
て
楽
し
く
読
も
う
」
と
い
う
教
材
が
あ
る
。

は
じ
め
は
、
谷
川
俊
太
郎
氏
の
「
の
の
は
な
」
と
い

う
四
行
の
詩
。
こ
の
詩
の
朗
読
･
群
読
の
授
業
を
想

定
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
、
何
度
も
読
ま
せ
る
だ
ろ
う
。
次
に
読
解

が
始
ま
る
。
教
師
の
「
何
が
見
え
ま
す
か
」
と
い
う

発
問
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
な
ず
な
」「
な
の
は
な
」
と

い
う
答
え
。
板
書
す
る
。「
な
も
な
い
の
ば
な
」と
い

う
答
え
は
ど
う
す
る
か
。「
名
も
無
い
の
で
す
ね
」と

あ
し
ら
っ
て
、
板
書
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
季
節
は
」
の
問
い
に
「
春
」
の
答
え
。
板
書
す

る
。
こ
の
詩
の
組
み
立
て
（
構
成
）
に
つ
い
て
の
発

問
に
対
し
て
の
答
え
は
、
少
々
時
間
が
か
か
る
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
全
員
が
気
づ
く
ま
で
は
い
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
れ
か
が
、「
問
い
と
答
え
に
な

っ
て
い
る
」
と
気
づ
い
て
、
発
言
。
教
師
は
解
説
を

加
え
て
、「
問
答
」
と
板
書
。

　

柔
ら
か
い
音
韻
だ
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
は
、
ど

う
だ
ろ
う
。気
づ
か
せ
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、

全
教
室
で
学
習
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、わ
か
ら
な
い
。

日
常
か
ら
音
韻
に
つ
い
て
関
心
を
も
た
せ
て
い
る
教

室
だ
っ
た
ら
、
柔
ら
か
さ
の
要
因
で
あ
る
、
ナ
・
ハ

行
が
多
い
と
か
、
し
か
も
ア
・
オ
段
が
多
い
と
か
の

分
析
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
や
わ
ら
か
い

音
」
と
板
書
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
的
・
文
体
的
な
特
徴
の

理
解
が
終
わ
る
と
、「
そ
れ
で
は
、
詩
の
特
徴
を
生
か

し
て
、
朗
読
の
練
習
に
入
ろ
う
」
と
、
実
際
に
声
を

出
す
活
動
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
、
ま
だ
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
従
来
の
い
わ
ゆ
る
「
読
解
」
活
動
で

あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
記
号
と
し
て
の
文
章
を
分
析

し
て
答
え
て
い
る
け
れ
ど
、実
感
し
て
い
な
い
。「
な

ず
な
」「
な
の
は
な
」
を
眼
前
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
進
ん
だ
の
で
は
、
機
械
的

な
発
声
の
、
個
性
の
無
い
朗
読
に
な
る
。

　

薺な
ず
な

と
菜
の
花
の
生
え
具
合
を
、
絵
に
描
く
よ
う
に

想
像
さ
せ
よ
う
。
一
緒
に
生
え
て
い
る
の
か
。
別
の

区
画
に
生
え
て
い
る
の
か
。
何
本
か
。
広
が
り
は
。

傾
斜
は
。
山
裾
を
登
っ
て
い
く
の
か
。
野
を
下
っ
て

い
く
の
か
。
そ
れ
ら
の
状
況
に
よ
っ
て
、
声
の
広
が

り
が
違
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
名
も
無
い
野
花
を
も
、
具
体
的
に
想
像
さ

せ
よ
う
。
菫す

み
れ

か
、
蒲た

ん
ぽ
ぽ

公
英
か
。
図
鑑
を
ち
ょ
っ
と
見

せ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
子
ど
も
た
ち
の
心
と
声

は
、
俄
然
豊
か
に
な
る
。

　

問
答
と
い
う
組
み
立
て
の
音
声
化
で
も
、
同
じ
。

「
問
い
の
文
型
は
語
尾
を
上
げ
て
」、「
答
え
の
文
型
は

語
尾
を
下
げ
て
」
で
は
、
一
律
的
・
没
個
性
的
な
音

声
化
に
な
る
。
ど
ん
な
広
が
り
の
花
野
を
見
て
、
ど

ん
な
気
持
ち
で
、
だ
れ
が
尋
ね
て
い
る
の
か
。
そ
れ

に
対
し
て
、
だ
れ
が
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
答
え
て
い

る
の
か
、大
い
に
想
像
さ
せ
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

声
の
出
し
方
が
違
っ
て
く
る
の
だ
。

　
「
柔
ら
か
い
音
」
に
つ
い
て
も
、知
識
と
し
て
の
整

理
も
大
切
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
具
体
的
に
、
例
え
ば

「
が
だ
ど
ど
ど
ど
が
ど
」と
の
違
い
を
実
感
さ
せ
る
こ

と
も
大
切
で
あ
る
。

３年「声を合わせて楽しく読もう」
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一
教
材
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
詳
細
に
述
べ
て
き
た

が
、
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

前
半
は
、
い
わ
ば
、
正
解
を
求
め
る
読
解
活
動
。
全

員
の
答
え
を
一
つ
に
絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
収
束
的

思
考
の
授
業
で
あ
る
。
反
対
に
、
後
半
は
答
え
を
一
つ

に
絞
っ
て
は
い
け
な
い
拡
散
的
思
考
の
活
動
で
あ
る
。

　

日
本
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読

解
」
が
不
得
手
で
あ
る
と
い
う
評
判
は
、
こ
の
後
半

の
思
考
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

後
半
の
拡
散
的
思
考
は
、
自
分
自
身
の
判
断
・
評

価
が
求
め
ら
れ
る
。
菊
だ
の
桜
だ
の
と
、
条
件
に
合

わ
な
い
で
た
ら
め
の
想
像
は
い
け
な
い
が
、
春
の
野

花
の
付
け
加
え
の
想
像
、
ま
た
、
野
の
広
が
り
や
春

の
陽
気
な
ど
の
想
像
等
々
、
一
人
一
人
違
っ
て
よ
い

の
で
あ
る
。違
っ
た
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
皆
が
違
う
想
像
や
読
み
を
発
表
し
合
い
、

評
価
を
話
し
合
う
と
こ
ろ
に
、
活
発
な
学
習
が
行
わ
れ

る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
次
に
、
群
読
の
学
習
活
動
が
控

え
て
い
る
。
一
･
二
行
目
の
問
い
と
、三
・
四
行
目
の

答
え
と
を
、
二
人
（
二
パ
ー
ト
）
で
分
担
し
て
読
も

う
と
す
れ
ば
、
当
然
、
相
談
・
話
し
合
い
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
ど
ん
な
聞
き
方
を
す
る
か
、
ど
ん
な

答
え
方
を
す
る
か
、
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
る
。

　

ま
し
て
、
二
人
に
、
本
人
で
は
な
い
役
柄
を
与
え

る
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
か
。
例
え
ば
、
幼
稚
園
児

が
聞
い
て
お
爺
さ
ん
が
答
え
る
と
か
、
鼠
さ
ん
が
聞

い
て
象
さ
ん
が
答
え
る
と
か
。
子
ど
も
た
ち
は
、
奇

抜
な
ア
イ
デ
ア
を
求
め
て
、
活
発
な
議
論
が
巻
き
起

こ
る
だ
ろ
う
。読
み
声
も
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
く
る
。

こ
の
段
階
は
、「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
」
が
言
う
と
こ
ろ

の
、
自
分
の
表
現
活
動
の
段
階
で
あ
る
。

　
「
の
の
は
な
」
に
続
い
て
教
科
書
に
は
、
ま
ど
・
み

ち
お
氏
の
「
か
ぞ
え
た
く
な
る
」
が
あ
る
。
貨
物
列

車
の
連
続
と
雀
の
並
列
と
の
対
比
が
お
も
し
ろ
く
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
対
比
を
、
効
果
的
に
読
み
表
す

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
の
段
階
は
、「
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
型
読
解
」を
超
え
た
応
用
編
の
表
現
活
動
で
あ
る
。

　
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
」
と
い
う
と
、
や
や
も
す
る
と

説
明
的
文
章
や
文
字
言
語
の
領
域
で
論
じ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
、
朗
読
・
群
読
の
よ
う
に
、
文
学

的
文
章
で
音
声
言
語
の
領
域
に
お
い
て
も
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
き
た
い
。

　

三　
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
」
と
論
理
的
活
動
と
の
関
係

　

そ
れ
で
は
、
論
理
的
・
説
明
的
活
動
の
場
合
は
、

ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
論
理
的
な
受
容（
聞
く
こ
と
）

と
表
出
（
話
す
こ
と
）
が
、
す
べ
て
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

読
解
」
と
の
み
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
関
係
を
中
心
に
し
て
整
理
し
て
み
た
い
。

　

前
節
と
同
じ
よ
う
に
、
三
段
階
に
分
け
て
考
え
て

み
よ
う
。教
材
の
系
列
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①　

事
柄
を
正
確
に
と
ら
え
、
整
理
し
て
受
容
す
る

段
階
。
そ
し
て
、
的
確
に
伝
え
る
段
階
。
―
説
明
・

報
告
の
系
列
（
主
と
し
て
九
月
）

②　

事
柄
を
自
分
の
視
点
か
ら
と
ら
え
、
判
断
し
、

意
味
付
け
し
て
受
容
す
る
段
階
。
そ
し
て
、
自
分
の

意
見
を
ま
と
め
て
伝
え
る
段
階
。
―
プ
ラ
ザ
の
系
列

（
一
二
月
）

③　

自
分
の
意
見
を
相
手
に
応
じ
て
述
べ
合
い
、
互

い
の
意
見
を
調
整
す
る
段
階
。
―
話
し
合
い
の
系
列

（
主
と
し
て
一
･
二
月
）

４年「レポーターになろう」
（説明・報告系列）

４年「安全について考えよう」
（話し合い系列）

４年「大きくなったら
なりたいもの」（プラザ系列）
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四　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
音
声
言
語
教
育

　

こ
の
教
科
書
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
受

容
は
、
声
に
出
し
て
理
解
し
、
声
に
出
し
て
楽
し
む

こ
と
と
い
う
主
張
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
そ

の
視
点
か
ら
、
教
材
を
選
定
し
配
列
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
、次
の
三
系
列
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
『
小
学
生
の
国
語
』「
声
に
出
し
て
読
も
う
」
系

列
。
こ
こ
は
特
に
「
言
語
文
化
」
関
係
で
あ
る
こ
と

を
う
た
っ
て
い
る
。

三
年
…
俳
句　

江
戸
･
明
治
の
有
名
な
八
句

四
年
…
短
歌　

万
葉
か
ら
昭
和
の
有
名
な
七
首

五
年
…
外
国
の
詩
（
文
語
調
の
詩
）

カ
ー
ル
＝
ブ
ッ
セ
「
山
の
あ
な
た
」
他
三
編

六
年
…
漢
文　
「
論
語
」
有
名
な
五
章
句

②
『
小
学
生
の
国
語 

学
び
を
広
げ
る
』「
読
書
の
森

で
」系
列
。
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

（
二
年
は
民
話
の
再
話
）

三
年
…
江
戸
笑
話
・
い
ろ
は
歌
・
竹
取
物
語

四
年
…
浦
島
太
郎
・
小
倉
百
人
一
首

五
年
…
落
語
・
漢
詩
・
平
家
物
語

六
年
… 
枕
草
子
・
徒
然
草
・
お
く
の
ほ
そ
道
（
冒
頭
部

や
有
名
な
段
。
短
く
易
し
い
部
分
で
あ
る
。）

③
『
小
学
生
の
国
語
』「
言
葉
と
体
」
系
列
。
こ
の
教

科
書
の
一
大
特
色
、
自
分
の
体
と
声
を
創
っ
て
い
こ

う
と
す
る
系
列
で
あ
る
。

一
・
二
年
 …
自
分
の
声
を
自
覚
す
る
。

三
年
…
群
読
。
他
者
の
声
と
合
わ
せ
る
。

四
年
…
落
語
。
語
り
か
け
る
声
を
工
夫
す
る
。

五
年
…
狂
言
。
昔
の
人
の
心
を
理
解
し
つ
つ
読
む
。

六
年
…
対
話
。
自
分
た
ち
に
合
っ
た
言
葉
を
工
夫
。

　

自
分
の
声
か
ら
出
発
し
て
、
自
分
の
声
に
戻
る
と

い
う
一
連
の
学
習
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に

自
分
の
声
と
言
葉
を
発
見
し
、
磨
い
て
い
こ
う
と
す

る
学
習
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
声
と
言

葉
を
は
ぐ
く
ん
で
い
こ
う
で
は
な
い
か
。

　

五　

言
語
活
動
の
習
得
と
活
用

　

音
声
言
語
教
育
の
視
点
か
ら
見
て
、
学
習
指
導
要

領
で
言
語
活
動
例
の
扱
い
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
活
動

例
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
個
々
の

言
語
活
動
は
、
子
ど
も
た
ち
に
理
解
さ
せ
た
だ
け
で

は
不
充
分
で
あ
る
。
習
得
さ
せ
活
用
さ
せ
て
初
め
て

身
に
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
つ
一
つ
の
活
動
例
に
つ
い
て
詳
述
す
る
紙
面
は

な
い
が
、
し
か
る
べ
き
教
材
の
学
習
に
お
い
て
、
習

得
と
活
用
が
明
示
し
て
あ
る
こ
と
は
述
べ
て
お
き
た

い
。

　

言
語
活
動
例
に
付
随
し
て
、
最
近
は
、
読
解
力
で

も
な
い
、
聴
解
力
で
も
な
い
、
絵
や
写
真
や
地
図
を

見
て
自
説
を
述
べ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
見
解
力
」

と
も
言
う
べ
き
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見

解
力
に
つ
い
て
も
、
こ
の
教
科
書
は
応
じ
よ
う
と
し

て
い
る
。

４年「レポーターになろう」
（説明・報告系列）

４年「落語　じゅげむ」

６年「声に出して読もう─論語」

『学びを広げる』６年「枕草子」
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