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音
読
を
積
み
重
ね
て

「
も
う
一

同、

音
読
や
り
た
い
」

本
校
で
は
、

「
共
に
学
び
、

高
め
合
う
子
ど
も
の
育

成」

を
め
ざ
し、

国
語
科
に
お
い
て
『
音
読
j

を
重
視
し

て
い
る
。

豊
か
な
音
読
表
現
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ

と
で、
一

っ
―

つ
の
言
葉
を
感
じ
取
り、

考
え
る
子
ど
も

に
育
て
よ
う
と、

全
職
員
で
取
り
組
ん
で
き
た。

国
語
科

の
授
業
の
始
め
10
分
間
は、

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
音
読
に

集
中
す
る
。

ま
ず、

「
バ
ラ
バ
ラ
読
み
」

で
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の

ペ
ー
ス
で
声
を
出
し、

発
声
練
習
を
す
る
。

続
い
て、

全

員
が
一

人
一

文
ず
つ

担
当
し、

席
順
で
読
み
つ
な
げ
る

「
ヘ
ビ

読
み
」

を
す
る
。

さ

ら
に
、

数
行
ず
つ

分
担
し
て

読
む
「
代
表
読
み
」

で
、

み

ん
な
の
前
で
自
信
を
も
た
せ

る
。

そ
し
て
、

一

時
間
の
授

業
の
終
わ
り
に
は、

そ
の
時

間
の
読
み
の
深
ま
り
を
音
読

で
表
現
す
る
味
読
を
め
ざ
す。

今
年
は、
一

年
生
担
任。

鈴
木

み
よ
し
市
立
黒
笹
小
学
校

教
諭

祐
室
C

窓
也

晶
子

音
読
の
基
本
を
教
え
る
重
要
な
学
年
で
あ
る
。

音
読
の
ポ

イ
ン
ト
と
し
て
「
大
き
な
声
で」
「
は
っ

き
り
と
」
「
「
、
』

や
「
0

]

は
あ
け
て
」
「
出
て
く
る
人
に
な
り
き
っ
て
」

の
四
項
目
を
提
示
し
た
。
一

人
一

人
の
音
読
を
教
師
が
褒

め
る
こ
と
で、

小
さ
か
っ
た
声
は
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
り、

自
信
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

大
き
な
声
で
読
め
る

子
は、

さ
ら
に
ど
の
言
葉
に
ど
ん
な
気
持
ち
を
込
め
た
ら

よ
い
の
か
に
着
目
し
始
め
た
。

大
切
な
言
葉
（
伝
え
た
い

様
子
や
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
言
葉）

に
着
目
し
た
表
現

方
法
を
褒
め
る
こ
と
で、

自
分
で
考
え
て
表
現
す
る
児
童

に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
実
感
し
た
。

授
業
の
中
で、

分
か
ら
な
い
言
葉
を
出
し
合
い
、

言
葉

の
学
習
を
し、

動
作
化
で
理
解
し、

子
ど
も
た
ち
の
意
識

か
ら
課
題
を
設
定
し、

話
し
合
う。

そ
ん
な
単
元
展
開
の

中
で、

音
読
は、

ど
ん
ど
ん
深
化
し
て
い
く。

十
二
月
に
実
践
し
た
「
ス
イ
ミ
ー
」

の
学
習
で
は、

お

話
の
世
界
を
楽
し
み、
「
音
読
で、

ス
イ
ミ
ー
に
な
り
き

る
と
楽
し
い
か
ら、

も
っ
と
や
り
た
い
」

と
夢
中
に
な
っ

て
音
読
を
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

体
を
ゆ
す
り
な
が
ら
音

読
す
る
子、

暗
記
し
て
す
ら
す
ら
読
み
得
意
げ
な
子、

代

表
の
子
が
読
む
文
を
指
で
追
い
な
が
ら
聞
い
て
い
る
子
の

表
情
も、

文
脈
に
合
わ
せ
て
変
わ
っ
て
く
る
。

今
年
は、

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で、

二
人
組
で
近
づ
い
て
交

代
で
読
み
合
っ
た
り、

大
き
な
声
を
出
し
た
り
す
る
こ
と

が
憚
ら
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
。

し
か
し、

声
を
出
す
か
ら

こ
そ
気
づ
き、

読
み
が
深
ま
る、

そ
ん
な
音
読
を
積
み
璽

ね
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
も
音
読
を
生
か
し、

共
に
学
び、

高
め
合
う
子
ど
も
を
育
て
て
い
き
た
い
。

（
校
長

吉
野

嘉
郎）

音
読
指
導
に
重
点
を
置
く
こ
と
は、

い
わ
ゆ
る

「
本
校
の
当
た
リ
前」

の
ひ
と
つ
で
す。

教
室
で
の

音
読
は、

自
分
の
読
み
だ
け
で
な
く、

友
だ
ち
の
音

読
を
聴
き
な
が
ら、

文
章
を
目
で
追
い、

耳
か
ら
音

声
が
入
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
み、

読
み
が

深
ま
り
ま
す。

音
読
は、

す
ら
す
ら
と
読
め
る
だ
け
で
は
な
く、

―

つ
―

つ
の
こ
と
ば
（
描
写）

や
主
人
公
の
セ
リ
フ

を
そ
の
子
な
り
に
読
ん
で
い
く
こ
と
が、

基
本
中
の

基
本
で
す。
一

年
生
の
教
室
で
子
ど
も
た
ち
と
一

緒

に、

音
読
を
し
て
い
る
鈴
木
教
諭
の
取
り
組
み
を
支

え
て
い
き
た
い。

出てくる人になりきって
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