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一
　
は
じ
め
に

　
太
平
洋
戦
争
が
開
始
す
る
一
九
四
一
年
の
頃
︑
ア
メ
リ
カ
は
外
国
語
教
育
に

関
心
を
持
ち
始
め
た
︒
そ
れ
以
前
の
ア
メ
リ
カ
で
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
ド
イ
ツ

語
な
ど
の
教
育
は
多
少
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
語
学
習
得
の
目
的
は
あ
く
ま

で
も
「
文
学
や
文
化
の
鑑
賞（

1
）

」
で
あ
っ
て
︑
話
し
言
葉
を
習
得
す
る
た
め
の
外

国
語
教
育
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
ま
し
て
︑
中
国
語
や
日
本
語
は
「
奇
妙

き
て
れ
つ
な
記
号
の
集
合
に
す
ぎ（

2
）

」
な
い
と
い
う
程
度
の
認
識
で
し
か
な
か
っ

た
︒
し
か
し
︑
戦
争
の
遂
行
が
︑
話
し
言
葉
習
得
の
必
要
性
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
︒

　
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
︑
構
造
言
語
学
が
興
り
︑
そ
れ
が
発
展
し
て
い
く
最
中

で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
外
国
語
教
育
へ
の
関
心
に
呼
応
し
て
︑
構
造
言
語
学
者

た
ち
が
外
国
語
教
育
に
協
力
す
る
事
業
を
始
め
た
︒
こ
の
と
き
︑
日
本
語
の
教

科
書Spoken Japanese

（1945

︑
以
下
Ｓ
Ｊ
と
略
す
）
を
作
成
し
た
の
が
︑
言
語

学
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ブ
ロ
ッ
ク
（B

ernard B
loch, 1907 –1965

）
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｊ

は
対
日
戦
略
の
一
つ
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
同
様
に
︑Spoken 

C
hinese

︑Spoken D
utch

な
ど
多
数
の
外
国
語
教
科
書
が
作
成
さ
れ
た
︒
こ
う

し
て
完
成
し
た
外
国
語
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
の
こ
と
を
︑
本
稿
で
はSpoken 

Language Series

と
呼
ぶ
が
︑
こ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
教
育
の
た
め
に
使

わ
れ
た
︒
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
教
科
書
が
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
構
成
や
表
記
︑
文

の
導
入
順
序
︑
規
格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
池
田
（
二
〇
一
四
）
が
考
察
し

た
︒

　
ブ
ロ
ッ
ク
は
︑
戦
時
中
の
ア
メ
リ
カ
で
︑
日
系
人
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を

相
手
に
日
本
語
研
究
を
行
い
︑
数
々
の
優
れ
た
日
本
語
論
及
び
Ｓ
Ｊ
を
発
表
し

た
︒
そ
う
し
た
諸
論
文
の
一
部
が
︑
後
の
言
語
学
で
あ
る
生
成
文
法
の
中
で
︑

バ
ー
ナ
ー
ド
・
ブ
ロ
ッ
ク
のSpoken Japanese

付
属
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
研
究

池
田
菜
採
子
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ま
た
国
語
学
の
立
場
か
ら
は
活
用
論
と
い
う
観
点
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
日
本
語
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
は
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
本
語
教
育
関
係
者
の
中
で
︑
ブ
ロ
ッ
ク

の
Ｓ
Ｊ
と
い
う
日
本
語
教
科
書
の
存
在
を
知
る
者
は
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
︒

本
稿
の
目
的
は
︑
池
田
（
二
〇
一
四
）
に
続
き
Ｓ
Ｊ
の
分
析
を
行
い
︑
当
時
の

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
語
の
話
し
言
葉
と
そ
の
教
育
の
一
端
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
︒

　
Ｓ
Ｊ
は
︑
一
九
四
五
年
にA

rm
ed E

dition

版（
3
）

︑
同
一
九
四
五
年
に
はH

olt

社
か
らPublic E

dition

版
が
出
版
さ
れ
た
︒
一
九
七
二
年
に
は
復
刻
版
が
出

版
さ
れ
た
︒A

rm
ed E

dition

版
︑Public E

dition
版
に
は
レ
コ
ー
ド
が
付
い
て

い
た
が
︑
も
は
や
国
内
で
そ
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
Ｓ
Ｊ
の

復
刻
版
に
は
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
付
い
て
い
た
が
︑
二
〇
一
五
年
十
月
現
在
︑

そ
の
テ
ー
プ
が
全
巻
揃
っ
て
い
る
の
は
︑C

iN
ii

及
び
Ｎ
Ｄ
Ｌ
サ
ー
チ
で
調
べ

た
限
り
︑
国
内
で
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
︑
日
文
研
と
略
す
）

だ
け
で
あ
る
︒

　
今
回
︑
筆
者
は
日
文
研
の
特
別
共
同
利
用
研
究
員
と
し
て
︑
そ
の
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
の
研
究
を
行
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
収
録
さ
れ
て
い

る
音
声
は
︑A

rm
ed E

dition

版
︑Public E

dition

版
の
レ
コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ

た
も
の
と
全
く
同
一
音
声
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
つ
ま

り
日
文
研
所
蔵
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
は
︑
一
九
四
五
年
当
時
に
収
録
さ
れ
た
音

声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
︑
極
め
て
貴
重
な
テ
ー
プ
な
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
研
究
を
通
じ
て
︑
次
の
こ
と
を
考
察
し
た
い
︒

　
ま
ず
︑
な
ぜ
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
は
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
太

平
洋
戦
争
の
頃
︑
レ
コ
ー
ド
を
使
っ
た
外
国
語
学
習
は
︑
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ

で
も
ま
だ
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
レ
コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ
た

内
容
と
教
科
書
本
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
︑
レ
コ
ー
ド
が
作
ら
れ
た
目
的

と
具
体
的
な
使
用
方
法
を
考
察
し
た
い
︒

　
次
に
︑
収
録
さ
れ
て
い
る
日
本
語
が
︑
日
本
語
と
し
て
適
切
で
あ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ブ
ロ
ッ
ク
が
日
系
人
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
相

手
に
日
本
語
研
究
を
行
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
︑
戦
時
下
の
ア
メ
リ
カ
で

暮
ら
す
日
系
人
が
ど
の
よ
う
な
日
本
語
を
話
し
て
い
た
の
か
︑
こ
れ
ま
で
知
る

術
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
日
文
研
所
蔵
の
テ
ー
プ
は
︑
ブ
ロ
ッ
ク
が
研
究
し

た
日
本
語
を
完
全
に
︑
そ
し
て
忠
実
に
再
現
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
話
す
日
本
語
は
︑
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
︑
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
日
本
語
が
不
正
確
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
析
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
︑
日
本
語
教
育
と
い
う
立
場
か
ら
検
討
し
た
い
︒

　
最
後
に
︑
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
と
同
時
代
に
日
本
国
内
で
作
成
さ
れ
た
日
本
語

教
育
レ
コ
ー
ド
と
の
比
較
を
行
う
︒
そ
の
過
程
で
︑
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
が
外
国

人
を
対
象
と
し
た
日
本
語
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
︑
い
か
に
先
駆
的
な
レ

コ
ー
ド
で
あ
っ
た
の
か
を
検
証
し
た
い
︒
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二
　Spoken Japanese

の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
概
要

　
日
文
研
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
は
六
本
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｊ
は

U
nit 1 . G

etting A
round

︑U
nit 2 . M

eeting People

と
い
う
よ
う
に
課
で
構
成

さ
れ
て
い
る
教
科
書
で
あ
る
︒
テ
ー
プ
に
はU

nit 1

か
らU

nit 5

︑U
nit 7

か

らU
nit  11

ま
で
のB

asic Sentences
とListening In （

4
）

︑
及
びU

nit 1

か
らU

nit 

5

のPronunciation Practice

︑U
nit 6

︑U
nit 12

のTrue-False Test

が
収
録
さ

れ
て
い
る
︒
録
音
時
間
は
計
二
四
〇
分
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｊ
本
文
に
はU

nit 13

か

らU
nit 30

も
存
在
す
る
が
︑
レ
コ
ー
ド
は
も
と
も
とU
nit 12

ま
で
し
か
作

成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
︑U

nit 13

以
降
の
音
声
は
な
い
︒

　
日
文
研
所
蔵
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
︑
一
九
七
二
年
の
復
刻
版
に
付
い
て
い

た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
で
あ
る
こ
と
は
第
一
節
で
も
述
べ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑

一
九
四
五
年
に
初
め
て
出
版
さ
れ
たA

rm
ed E

dition

版
の
Ｓ
Ｊ
に
付
い
て
い

た
レ
コ
ー
ド
と
同
一
音
声
で
あ
り
︑
一
九
七
二
年
時
点
で
改
め
て
別
人
が
吹
き

込
み
直
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
傍
証（

5
）

と
し
て
次
の

二
点
を
挙
げ
る
︒

　（
1
）A

rm
ed E

dition

版
の
Ｓ
Ｊ
に
は
︑
“Record 2A

, beginning

” 

“Record 

2B
, after spiral

”
の
よ
う
に
︑
音
声
が
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
箇
所
が
書
か
れ
て

い
る
︒
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
で
は
︑
例
え
ばR

ecord 2A

か
らR

ecord 2B

に
移

る
場
面
で
ガ
チ
ャ
ッ
と
切
れ
る
音
が
入
っ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
切
れ
目
は
全
て

レ
コ
ー
ド
の
切
れ
目
と
一
致
し
て
い
る
︒

　（
2
）
復
刻
版
の
Ｓ
Ｊ
に
は
︑
所
々
に
“On the phonograph record, the 

E
nglish of sentences 280  and 281  is read all together. T

he Japanese sentences 

are read separately.

”（B
loch &

 Jorden 1972  : 262

）（
拙
訳
：
レ
コ
ー
ド
で
は
︑
280

と
281
の
英
語
の
文
は
一
緒
に
読
ま
れ
て
い
る
が
︑
日
本
語
の
文
は
分
け
て
読
ま
れ
て

い
る
）
と
か
“The speaker on the phonograph record started to say sóra ga 

harem
ásu ka? and then corrected him

self.

”（B
loch &

 Jorden 1972 : 142

）（
拙

訳
：
レ
コ
ー
ド
の
話
者
は
「
空
が
晴
れ
ま
す
か
」
と
言
っ
て
し
ま
い
︑
そ
の
後
︑
言

い
直
し
て
い
る
）
と
い
っ
た
注
釈
が
入
っ
て
い
る
︒
も
し
一
九
七
二
年
時
点
で

誰
か
が
吹
き
込
み
直
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
際
に
正
し
く
吹
き
込
め
ば
よ

か
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
に
書
く
必
要
は
な
い
︒
そ
も
そ
も

復
刻
版
に
付
い
て
い
る
の
はphonograph record

で
は
な
く
︑
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
で
あ
る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
本
稿
で
考
察
す
る
の
は
︑
一
九
四
五
年
に
作
成
さ
れ
た

A
rm

ed E
dition

版
の
レ
コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ
て
い
た
音
声
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
日
文
研
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
は
︑
日
本
語
教
育
史
を

考
え
る
上
で
︑
ま
た
当
時
の
日
本
語
の
音
声
を
知
る
上
で
も
非
常
に
貴
重
な
音

声
デ
ー
タ
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
佐
野

（
一
九
七
三
：
九
八
）
は
「
語
学
の
レ
コ
ー
ド
・
テ
ー
プ
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
編
」

の
中
で
「Spoken Portuguese: B

asic C
ourse, A

 Self-Teaching C
ourse T1

＋
Ｓ
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Ｐ
レ
コ
ー
ド
二
十
四
枚
」
と
紹
介
し
て
い
る
︒ Spoken Language Series

は
ど

れ
も
同
じ
よ
う
な
構
成
・
規
格
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
お
そ
ら
く
Ｓ
Ｊ

も
同
じ
規
格
で
あ
り
︑
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
二
十
四
枚
が
付
属
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
Ｓ
Ｊ
のPublic E

dition

版
付
属
のA

 M
anual and K

ey

と
い
う
手
引
書

に
“twelve- inch V

inylite records

”
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
レ

コ
ー
ド
の
サ
イ
ズ
は
12
イ
ン
チ
（
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
︒
12
イ

ン
チ
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
は
片
面
約
五
分
収
録
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
︑

二
十
四
枚
で
二
四
〇
分
︑
日
文
研
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
と
収
録
時
間
も
一
致
す

る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
が
一
体
何
枚
ぐ
ら
い
作
成
さ
れ
た
の
か
︑

ど
の
程
度
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
こ
の
当
時
︑
ア
メ
リ

カ
で
レ
コ
ー
ド
を
使
っ
た
外
国
語
学
習
が
既
に
普
及
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
︑

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
例
え
ば
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
開
校
さ
れ
た
陸
軍
日
本
語

学
校
に
参
加
し
て
い
た
ハ
ー
バ
ー
ド
・
パ
ッ
シ
ン
は
︑
著
書
﹃
米
陸
軍
日
本
語

学
校
﹄
で
当
時
の
日
本
語
授
業
風
景
を
描
写
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
レ
コ
ー

ド
を
聞
い
て
日
本
語
を
勉
強
し
た
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な
い
︒
記
述
が
な
い

か
ら
と
い
っ
て
︑
必
ず
し
も
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
︑

少
な
く
と
も
レ
コ
ー
ド
を
用
い
た
学
習
法
が
︑
当
時
の
日
本
語
学
習
の
主
流
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
︒

　
終
戦
後
︑
占
領
下
の
日
本
で
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
が
日
本
語
を
学
習
す
る
際
︑

Ｓ
Ｊ
の
教
科
書
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
森
の
記
述
を
引
用
す

る
︒

終
戦
の
翌
年
の
七
月
︑
日
本
へ
引
き
揚
げ
て
き
た
の
だ
が
︑
長
沼
氏
は
︑

私
をA

. E
. P. School

（A
rm

y E
ducation School  

当
時
「
陸
軍
大
学
」
と
称

さ
れ
て
い
た
）
の
日
本
語
教
官
に
推
薦
し
て
く
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
年
配

の
大
佐
︑
中
佐
よ
り
︑
若
い
一
等
兵
︑
二
等
兵
の
ほ
う
が
︑
当
然
な
が
ら
︑

で
き
が
良
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
︒B

loch

とJorden

の
こ
し
ら
え
た

と
い
う
Ｅ
・
Ｍ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
（E

ducation M
anual

）
を
使
っ
て
教
え
る

の
が
当
然
で
あ
っ
た
が
︑
長
沼
氏
は
こ
れ
で
満
足
せ
ず
︑
自
分
の
手
を
加

え
た
も
の
を
謄
写
版
刷
り
に
し
て
使
っ
た
︒
こ
の
学
校
は
夜
学
で
あ
っ
た

（
森
　
一
九
九
一
：
八
三
）︒

　
森
の
い
う
Ｅ
・
Ｍ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
（E

ducation M
anual

）
と
い
う
の
は
︑
Ｓ

Ｊ
のA

rm
ed E

dition

版
の
こ
と
で
あ
る
︒
森
の
記
述
か
ら
Ｓ
Ｊ
が
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
︑
そ
の
際
レ
コ
ー
ド
も
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
定
か
で
は
な
い
︒

　
ま
た
︑
山
下
も
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

戦
後
に
開
校
し
たT. E

. A
. M （

6
）.

（
福
音
同
盟
教
団
）
の
軽
井
沢
日
本
語
学
校

で
は
︑
ブ
ロ
ッ
ク
（B

. B
loch

）・
ジ
ョ
ー
デ
ン
（E

. H
. Jorden

）
の
﹃Spoken 

Japanese, B
asic C

ourse

﹄
を
使
っ
て
い
た
が
︑
宣
教
師
た
ち
は
授
業
に
備
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え
て
︑
そ
の
会
話
文
を
暗
記
す
る
た
め
︑
ひ
ね
も
す
林
の
中
や
矢
个
崎
川

沿
い
の
小
道
を
往
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
山
下
　

一
九
九
五
：
一
一
四
～
一
一
五
）︒

　
戦
後
ま
も
な
い
こ
の
当
時
︑
日
本
人
に
と
っ
て
も
ま
た
︑
外
国
語
教
育
レ

コ
ー
ド
は
ま
だ
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒Spoken Spanish

の
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
︑
東
京
外
国
語
大
学
教
授
で
ス
ペ
イ
ン
語
を
教
え
た
荒

井
は
︑
次
の
よ
う
に
︑
や
や
感
慨
深
く
回
顧
し
て
い
る
︒

い
ま
私
は
一
枚
の
古
レ
コ
ー
ド
を
思
い
出
し
た
︒
す
る
と
気
に
な
り
出
し
︑

た
し
か
に
仕
舞
い
こ
ん
で
あ
る
戸
棚
の
奥
か
ら
持
ち
出
し
︑
あ
ら
た
め
て

レ
ー
ベ
ル
を
見
た
︒
12
イ
ン
チ
の
Ｓ
Ｐ
で
あ
る
︒U

. S. A
rm

ed Forces 

Institute

︱SP
O

K
E

N
 SPA

N
ISH

︱B
asic C

ourse

︱Prepared by Special 

D
ivision, A

. S. F., W
ar D

epartm
ent, for the W

ar and N
avy D

epartm
ents

と
あ
る
︒
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
の
か
︑
そ
れ
は
忘
れ
て

し
ま
っ
た
が
︑
こ
れ
を
見
る
と
︑
終
戦
後
の
そ
の
こ
ろ
︑
私
た
ち
の
先
生

の
ス
ペ
イ
ン
人
が
︑
東
京
の
米
軍
の
学
校
へ
教
え
に
行
っ
て
お
ら
れ
た
こ

と
を
思
い
出
し
た
り
︑
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
軍
が
こ
う
い
う
レ
コ
ー
ド

を
こ
し
ら
え
︑
し
か
も
陸
軍
と
海
軍
が
仲
よ
く
ひ
と
つ
の
レ
ー
ベ
ル
の
上

に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
︒
と
も
か
く
あ
ら

た
め
て
聞
い
て
み
た
︒
音
も
決
し
て
悪
く
な
い
︒

テ
キ
ス
ト
はW

ar D
epartm

ent E
ducation M

anual-Spoken Spanish

で
︑

カ
ー
キ
色
の
よ
う
な
色
の
表
紙
の
︑
い
わ
ゆ
る
進
駐
軍
の
学
校
用
の
こ
の

教
科
書
は
︑
ひ
と
こ
ろ
ま
で
古
本
屋
の
棚
で
よ
く
見
か
け
た
も
の
だ
︒
こ

のA
rm

ed Forces Spoken Series

は
︑
そ
の
後H

olt

の
手
に
移
り
︑
さ
ら

にLinguistic Society of A
m

erica

のthe intensive language program

に

加
え
ら
れ
︑
表
紙
の
色
も
ふ
つ
う
の
派
手
な
色
に
変
わ
っ
た
︒

︹
中
略
︺
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
ろ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
と
い
う
便
利
な
も
の

は
︑
わ
れ
わ
れ
の
家
庭
に
な
か
っ
た
︒
ス
ペ
イ
ン
語
の
〝
音
〟
の
教
材
と

い
え
ば
︑
私
に
と
っ
て
は
初
め
に
ご
紹
介
し
た
Ｓ
Ｐ
のSpoken Spanish

が
︑
最
初
で
唯
一
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
荒
井
　

一
九
七
三
：
五
七
）︒

　
一
方
︑
Ｓ
Ｊ
復
刻
版
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
だ
が
︑
こ
ち
ら
も
ど
の
程
度
使
わ

れ
て
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
︒
水
谷
（
一
九
七
三
：
七
二
）
は
「
語
学
の
レ

コ
ー
ド
・
テ
ー
プ
　
日
本
語
編
」
の
中
で
「
そ
の
他
テ
ー
プ
で
は
︑
“Round 

the W
orld Japanese

” C
onversaphone

社
︑
六
十
分
二
巻
︑
“Spoken Japanese

” 

H
olt

社
︑ 

六
十
分
六
巻
な
ど
が
市
販
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
︑
大

き
な
書
店
で
は
手
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑
日
本
語
教
育
関
係
者
の

一
部
に
は
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
一
九
七
三
年
当
時
︑
Ｓ
Ｊ

は
既
に
新
し
い
教
科
書
で
は
な
く
︑
ブ
ロ
ッ
ク
の
門
下
生
で
あ
っ
た
エ
レ
ノ

ア
・
ハ
ー
ツ
・
ジ
ョ
ー
デ
ン
（E

leanor H
arz Jorden, 1920 –2009

）
の
教
科
書
が
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既
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
の
で
︑
Ｓ
Ｊ
が
大
々
的
に
売
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
水
谷
の
記
述
か
ら
引
用
す
る
︒ 

“Beginning Japanese

” by E
. H

. Jorden

（
一
九
六
二
年
）Yale U

niversity 

Press, N
ew

 H
aven, C

onnecticut, U
.S.A

. 

ア
メ
リ
カ
の
大
学
等
で
も
っ
と

も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
入
門
教
材
の
一
つ
で
︑
第
一
部
（
四
〇
九
ペ
ー
ジ
）︑

第
二
部
（
四
一
〇
）
の
二
分
冊
か
ら
な
る
︒
通
巻
三
十
五
課
︒
テ
ー
プ
は

第
一
部
︑
第
二
部
そ
れ
ぞ
れ
に
六
十
分
も
の
テ
ー
プ
三
十
巻
が
つ
い
て
お

り
︑
値
段
も
張
る
︒（
各
一
五
四
︑ 
六
〇
〇
円
）（
水
谷
　
一
九
七
三
：

七
一
）

　
と
こ
ろ
で
︑
Ｓ
Ｊ
を
含
むSpoken Language Series
に
は
全
て
レ
コ
ー
ド
が

付
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
レ
コ
ー
ド
は
次
の
よ
う
な
信
念
に
基
づ
い
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
Ｓ
Ｊ
のIntroduction

か
ら
引
用
す
る
︒

︹
拙
訳
︺
ど
ん
な
言
語
に
お
い
て
も
︑
直
接
的
な
知
識
が
得
ら
れ
る
唯
一
の
︑

そ
し
て
最
良
の
根
源
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
あ
る
︒
ネ
イ
テ
ィ
ブ

ス
ピ
ー
カ
ー
だ
け
が
︑
あ
な
た
の
発
音
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
︑
ま
た

あ
な
た
が
日
本
語
の
会
話
の
中
で
使
っ
た
文
が
実
際
の
日
本
語
で
あ
る
の

か
ど
う
か
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る

方
法
は
︑
全
て
の
グ
ル
ー
プ
授
業
に
お
い
て
︑
日
本
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス

ピ
ー
カ
ー
の
存
在
を
必
要
と
す
る
︒
も
し
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
が
い

な
け
れ
ば
︑
か
わ
り
に
教
科
書
付
属
の
レ
コ
ー
ド
を
使
い
な
さ
い
︒
も
し

近
く
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
が
い
た
と
し
て
も
︑
な
お
︑
レ
コ
ー
ド

は
ほ
か
の
ド
リ
ル
を
し
た
り
復
習
を
し
た
り
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
で

し
ょ
う
︒
レ
コ
ー
ド
は
質
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い
が
︑
い
つ
も
同
じ
語
や

文
を
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
同
じ
方
法
で
提
供
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う

（B
loch &

 Jorden （
7
） 1945 c: iv

）︒

　
Ｓ
Ｊ
のPublic E

dition

版
付
属
のA

 M
anual and K

ey

に
も
次
の
よ
う
な
記

述
が
見
ら
れ
る
︒

︹
拙
訳
︺
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
：
ホ
ル
ト
話
し
言
葉
シ
リ
ー
ズ
の
レ
コ
ー
ド
は
︑

レ
コ
ー
ド
を
流
し
て
い
る
間
︑
あ
な
た
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
語
を
繰
り
返
し

た
り
︑
話
し
た
り
す
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
︒
あ
な
た
は
︑
話
す
た
め

に
レ
コ
ー
ド
を
止
め
た
り
︑
全
部
の
レ
コ
ー
ド
が
終
わ
る
ま
で
待
つ
必
要

は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
レ
コ
ー
ド
の
冒
頭
か
ら
︑
す
ぐ
に
あ
な
た
は
話
す

こ
と
を
始
め
︑
語
や
句
の
後
に
続
い
て
二
回
ず
つ
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
先
生
の

真
似
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
（A

 M
anual and K

ey

よ
り
引
用（

8
）

）︒

　
学
習
者
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
発
音
を
聞
い
て
真
似
を
す
る
︒
真
似
を
す
る
た
め

に
レ
コ
ー
ド
を
一
回
停
止
す
る
必
要
が
な
く
︑
真
似
を
す
る
だ
け
の
空
白
時
間
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が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︑
こ
の
現
在
で
は
全
く
当
た
り
前
の
語
学
学
習
法

が
︑
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
と
て
も
興
味
深
い
︒
だ
が
︑

こ
の
時
代
の
語
学
学
習
法
と
し
て
は
︑
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
︑

斬
新
で
︑
独
創
的
な
発
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
次
に
︑
収
録
さ
れ
た
音
声
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
︒
日
文
研
に
あ
る
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
録
音
状
態
は
決
し
て
い
い
方
で
は
な
い
︒
レ
コ
ー
ド
を
そ
の

ま
ま
カ
セ
ッ
ト
に
移
し
か
え
た
も
の
で
あ
る
の
で
︑
雑
音
も
多
く
︑
エ
コ
ー
が

か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
箇
所
も
多
い
︒
録
音
内
容
は
︑
印
刷
教
科
書

の
一
部
分
を
録
音
し
た
と
い
う
形
式
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
を
吹
き
込
ん

で
い
る
人
物
は
︑
英
語
を
読
む
人
が
一
人
（
以
下
︑
こ
の
人
物
を
男
性
Ａ
す
る
）︑

日
本
語
を
読
む
人
が
一
人
（
以
下
︑
こ
の
人
物
を
男
性
Ｂ
と
す
る
）
の
計
二
人
で
︑

U
nit 1

か
らU

nit 12

ま
で
の
全
て
の
音
声
を
︑
こ
の
二
人
が
吹
き
込
ん
で
い
る
︒

　 B
asic Sentences

は
︑
ま
ず
英
語
部
分
を
男
性
Ａ
が
読
み
︑
そ
れ
に
対
応
す

る
日
本
語
を
男
性
Ｂ
が
二
回
繰
り
返
し
て
読
む
と
い
う
順
に
進
め
ら
れ
る
︒
一

度
日
本
語
を
発
音
し
た
後
︑
繰
り
返
す
の
に
十
分
な
ポ
ー
ズ
を
お
い
て
︑
二
度

目
の
日
本
語
が
発
音
さ
れ
る
︒
例
え
ばU

nit 1 , Section A

のB
asic Sentences

は
次
の
よ
う
に
録
音
さ
れ
て
い
る
（
収
録
内
容
：
１
）︒

　
こ
れ
ら
の
収
録
部
分
は
︑

次
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と

を
意
図
し
て
録
音
さ
れ
た
︒

ガ
イ
ド
と
い
う
の
は
ネ
イ

テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
こ
と

で
あ
る
が
︑
レ
コ
ー
ド
は
ガ

イ
ド
と
同
じ
役
割
を
担
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
︒

つ
ま
り
レ
コ
ー
ド
の
役
割
は
︑

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の

代
行
で
あ
っ
た
︒

【収録内容：1】

男性 A Good morning.

男性 B Ohayoo gozaimasu.

（くり返し） Ohayoo gozaimasu.

男性 A Good day or Hello.

男性 B Kon̄niti wa.

（くり返し） Kon̄niti wa.

男性 A Good evening.

男性 B Kon̄ban̄wa

（くり返し） Kon̄ban̄wa

男性 A how?

男性 B ikága

（くり返し） ikága

男性 A How are you?

男性 B Ikága desu ka?

（くり返し） Ikága desu ka?

男性 A health or good spirits

男性 B gén̄ki

（くり返し） gén̄ki

男性 A I’m well.

男性 B Gén̄ki desu.

（くり返し） Gén̄ki desu.

男性 A as usual, without change

男性 B aikawarazu

（くり返し） aikawarazu

男性 A I’m well as usual.

男性 B Aikawarazu gén̄ki desu.

（くり返し） Aikawarazu gén̄ki desu.

注：  【収録内容：1】は筆者が書き起こしたものである。線より
左側の男性 A、男性 B、（くり返し）という言葉そのもの
は収録されていない。表記は SJ 本文に合わせた。n̄ は「ん」
を表す。ikága のような表記は、「いかが」の「か」にアク
セント核があることを示している。

出典：Bloch & Jorden 1972（カセットテープ、日文研所蔵）.
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︹
拙
訳
︺
も
し
あ
な
た
に
ガ
イ
ド（

9
）

が
い
る
な
ら
︑
ベ
ー
シ
ッ
ク
セ
ン
テ
ン

ス
を
勉
強
す
る
際
︑
あ
な
た
が
す
べ
き
こ
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

1
　
リ
ー
ダ
ー（

10
）

が
は
じ
め
の
英
語
の
語
や
句
を
読
む
︒

2
　
ガ
イ
ド
が
日
本
語
を
発
音
す
る
︒

3
　
グ
ル
ー
プ
で
ガ
イ
ド
が
言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
発
音
す
る
︒

4
　
ガ
イ
ド
が
日
本
語
を
も
う
一
度
言
う
︒

5
　
グ
ル
ー
プ
で
ま
た
そ
れ
を
繰
り
返
す
︒

リ
ー
ダ
ー
が
英
訳
を
は
じ
め
に
与
え
︑
ガ
イ
ド
が
二
回
日
本
語
を
言
っ
て
︑

グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
ガ
イ
ド
の
後
に
繰
り
返
し
て
言
う
と
い
う
方
法
で

ベ
ー
シ
ッ
ク
セ
ン
テ
ン
ス
の
リ
ス
ト
の
全
部
を
学
習
し
て
か
ら
次
に
進
み

な
さ
い
︒
も
し
あ
な
た
が
レ
コ
ー
ド
を
使
っ
て
い
る
の
な
ら
︑

レ
コ
ー
ド
は
1
︑
2
︑
4
の
ス
テ
ッ
プ
を
与
え
て
く
れ
ま
す
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
語
の
語
や
文
の
後
に
は
ポ
ー
ズ
が
あ
り
ま

す
か
ら
︑
グ
ル
ー
プ
で
繰
り
返
し
発
音
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
（B

loch &
 Jorden （

11
） 1945 c: 1

）︒

　
続
い
て
︑
各
ユ
ニ
ッ
ト
のSection C

に
配
置
さ
れ
て
い

るListening In

が
ど
の
よ
う
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
見
て

い
き
た
い
︒Listening In

は
︑
会
話
文
の
聞
き
取
り
を
目
的

と
し
て
い
る
︒
課
を
追
う
ご
と
に
長
く
な
り
︑U

nit 11

で

は
三
十
九
行
の
長
さ
か
ら
な
る
会
話
文
を
聞
き
取
ら
せ
る
︒

　Listening In

で
は
︑
英
語
は
読
ま
れ
ず
︑
同
じ
人
物
（
男
性
Ｂ
）
が
日
本
語

を
単
独
で
読
む
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
語
は
一
度
し
か
読
ま
れ

な
い
︒
例
え
ばU

nit 1 , Section C

のListening In

は
次
の
よ
う
に
録
音
さ
れ

て
い
る
（
収
録
内
容
：
2
）︒

　
こ
こ
で
も
︑
さ
き
のB

asic Sentences

と
同
様
︑
レ
コ
ー
ド
の
役
割
は
ネ
イ

テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
代
行
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｊ
本
文
を
読
め
ば
︑
レ
コ
ー
ド
を
ど

う
使
っ
て
学
習
す
れ
ば
い
い
か
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
︒

︹
拙
訳
︺
ガ
イ
ド
ま
た
は
レ
コ
ー
ド
の
話
者
は
︑
あ
な
た
が
後
に
つ
い
て

繰
り
返
し
読
む
の
に
十
分
な
ポ
ー
ズ
を
あ
け
て
︑
読
み
上
げ
ま
す
︒
大
き

【収録内容：2】
Listening In 

1. Mr. Tanaka meets Mr.Doe on the street.

Tanaka： Kon̄niti wa.

Doe： Kon̄niti wa.

Ikága desu ka?

Tanaka： Arígatoo gozaimasu.

Aikawarazu gén̄ki desu.

Tabako ga hosíi desu ka?

Doe： Hái.

Arígatoo gozaimasu.

Mátti ga arimásu ka?

Tanaka： Hái dóozo.

Doe： Arígatoo gozaimasu.

Onaka ga sukimásita.

Ryooríya wa dóko ni arimásu ka?

Tanaka： Massúgu saki ni arimasu.

Wakarimásita ka?

Doe： Iie. Wakarimasén̄ desita.

Moo itido itte kudasái.

注：  【収録内容：2】は筆者が書き起こしたものである。
Tanaka、Doe といった人名も収録されている。表
記 は SJ 本 文 に 合 わ せ た。n̄ は「 ん 」 を 表 す。
Arígatoo では「ありがとう」の「り」にアクセン
ト核があることを示す。

出典：  Bloch & Jorden 1972（カセットテープ、日文研
所蔵）.
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く
そ
し
て
は
っ
き
り
と
発
音
し
︑
で
き
る
だ
け
ガ
イ
ド
の
発
音
に
忠
実
に

繰
り
返
し
真
似
し
な
さ
い
︒

一
度
目
は
本
を
閉
じ
て
︑
あ
な
た
自
身
の
耳
で
ど
れ
ぐ
ら
い
理
解
で
き
て

い
る
か
確
認
し
な
さ
い
︒
二
度
目
は
本
を
開
い
て
︑
聞
く
と
き
に
︑
印
刷

さ
れ
た
字
を
目
で
追
い
な
さ
い
（B

loch &
 Jorden （

12
） 1945 c: 22

）︒

　
次
に
︑Pronunciation Practice
が
ど
の
よ
う
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
見
て

い
き
た
い
︒Pronunciation Practice
はU

nit 1

か
らU

nit 5

に
か
け
て
配
置

さ
れ
て
い
る
が
︑
レ
コ
ー
ド
で
は
ま
と
め
て
録
音
さ
れ
て
い
る
︒
収
録
内
容
は

次
頁
の
通
り
で
あ
る
︒

　

Pronunciation Practice

の
収
録
部
分
は
︑
学
習
者
に
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
る

こ
と
を
意
図
し
て
録
音
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
も
ま
た
︑
さ
き
のB

asic Sentences

やListening In

と
同
様
︑
レ
コ
ー
ド
に
求
め
ら
れ
た
の
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー

カ
ー
の
代
行
で
あ
る
︒

︹
拙
訳
︺
リ
ー
ダ
ー
は
︑
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
一
人
選
ん
で
︑
次
の
部
分

の
解
説
を
読
ま
せ
ま
す
︒
ガ
イ
ド
ま
た
は
レ
コ
ー
ド
の
吹
込
者
は
︑
練
習

に
あ
る
日
本
語
の
語
を
与
え
ま
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
ガ
イ
ド
か
ら
聞
い

た
後
︑
繰
り
返
し
斉
唱
し
ま
す
︒
そ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
説
明
さ
れ
た
音
に
特

に
気
を
付
け
な
が
ら
︑
で
き
る
だ
け
ガ
イ
ド
の
発
音
を
真
似
し
な
さ
い
︒

正
し
い
発
音
を
習
得
す
る
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
何
度
も
練
習
し
な
さ
い
︒

も
し
あ
な
た
に
ガ
イ
ド
が
い
る
な
ら
︑
ガ
イ
ド
は
あ
な
た
の
模
倣
が
ガ
イ

ド
を
満
足
さ
せ
た
か
ど
う
か
言
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
︒
も
し
満
足
で
き

な
い
な
ら
︑
ガ
イ
ド
は
あ
な
た
が
正
し
く
そ
の
音
を
習
得
す
る
ま
で
何
度

も
何
度
も
そ
の
語
を
言
い
続
け
て
く
れ
ま
す
︒
も
し
あ
な
た
が
レ
コ
ー
ド

を
使
っ
て
い
る
の
な
ら
︑
グ
ル
ー
プ
全
体
で
︑
一
人
一
人
の
発
音
を
評
価

し
︑
こ
だ
ま
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
ま
で
何
度
も
何
度
も
練
習
を
続
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

レ
コ
ー
ド
で
は
︑
吹
込
者
は
日
本
語
を
一
度
ず
つ
し
か
発
音
し
ま
せ
ん
が
︑

繰
り
返
し
発
音
を
す
る
の
に
十
分
な
ポ
ー
ズ
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
︒
英
語

訳
は
教
科
書
に
は
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
レ
コ
ー
ド
に
は
収
録
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
（B

loch &
 Jorden （

13
） 1945 c: 14

）︒

　
と
こ
ろ
でPronunciation Practice

で
は
︑
Ｓ
Ｊ
本
文
と
レ
コ
ー
ド
の
収
録

内
容
が
異
な
る
と
こ
ろ
が
何
カ
所
か
あ
る
︒
例
え
ば
︑Practice 13

のbénri

と

い
う
語
は
︑
レ
コ
ー
ド
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
Ｓ
Ｊ
本
文
に
は
書
か
れ
て

い
な
い
︒
反
対
に
︑
Ｓ
Ｊ
本
文
で
はPractice 16

のtugí

の
前
にtukurim

ásu

が
あ
る
が
︑
レ
コ
ー
ド
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒Practice 17

もkyúuzi

の

前
にN

ihon̄zín̄

が
あ
る
が
︑
こ
れ
も
レ
コ
ー
ド
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
レ
コ
ー
ド
吹
込
者
は
何
を
見
な
が
ら
収
録
を
行
っ
た
の

だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
︒A

rm
ed E

dition

版
が
完
成
す
る
前
の
草
稿

の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
完
成
段
階
で
︑
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Practice 16. Practice 17. Practice 18.

〔子音 [ʦ]〕 〔子音 [ʥ] と [ʑ]〕 〔拗音 [ɾj]〕
tugí zidóosya ryooríya
tuyói zimúin̄ ryóosin̄
tutumi kyúuzi ryokoo

Practice 19. Practice 20. Practice 21.

〔拗音 [ɕ]〕 〔拗音 [ʦ]〕 〔拗音 [ʥ] と [ʑ]〕
syokkoo otya Sóo zya arimasén̄
syúzin̄ tyótto zyotyuu
teisyaba tyoodo zyún̄sa

Practice 22. Practice 23. Practice 24.

〔促音〕 〔促音〕 〔撥音〕
yukkúri zassi an̄mari

ippai 注 3 issyo ni kon̄niti wa

massúgu mátti gomen̄nasái
tyótto ittyaku

yottú

Practice 25. Practice 26. Practice 27.

〔母音の無声化〕 〔母音の脱落〕 〔句末の母音の脱落〕
kisyá heitai desita Sóo desu

kippu arimásita arimásu

hito tikái kimásu

kusuri tukurimásu

watakusi tukue

sukí desu hutarí

Practice 28. Practice 29. Practice 30.

〔平板式アクセント〕 〔１、２拍目にアクセント核〕 〔３拍目以降にアクセント核〕
soko mádo koobá desu
kodomo hon̄ sayonára
aida háyaku arimásita
tan̄su máiniti eigákan̄
an̄mari damé desu atatakái
sin̄bun̄ anáta arimasén̄
aikawarazu Nihón̄ yasumimásita

tatémono arukimasyóo
wakarimasén̄

注 1：  【収録内容：3】は筆者が書き起こしたものである。表記は SJ 本文に合わせた。また、〔　〕内は収録内容ではなく、
何の発音練習であるか筆者が記したものである。

注 2：  SJ Armed Edition 版には、ガイドのために書かれたマニュアルである Guide’s Manual というものがある。この中には
「分りましたか」と書いてあるが、レコードでは wakarimásu ka と読まれている。

注 3：  英語訳が one cupful となっているので、正しくは íppai（1 拍目のみ高ピッチ）だと思われる。しかし、レコードの
発音が ippai（1 拍目のみ低ピッチ）になっていて、ブロックもそのように表記したようである。

出典：Bloch & Jorden 1972（カセットテープ、日文研所蔵）.



バーナード・ブロックの Spoken Japanese付属レコードに関する研究

111

【収録内容：3 注 1】

Pronunciation Practice

Practice 1. Practice 2. Practice 3.

〔母音 /a/〕 〔母音 /e/〕 〔母音 /i/〕
ikága gén̄ki itido

sayonára hóteru hakkíri

wakarimásu ka 注 2 ben̄zyó migi

tabako kore hidari

Practice 4. Practice 5. Practice 6.

〔母音 /o/〕 〔母音 /u/〕 〔二重母音〕
mótto yukkúri hái

yóku kudasái máe

dóko massúgu kau

nódo mizu kao

ié

ue

teisyaba

Practice 7. Practice 8. Practice 9.

〔長母音〕 〔語末の /n̄/〕 〔語中 /n̄/ の [m] [n] [ŋ]〕
apáato pán̄ sán̄pun̄
obáasan gohán̄ Kon̄ban̄ wa
ée wakarimasén̄ gún̄tai
teeburu Nihón̄ Nán̄ desu ka?
hosíi desu Nihon̄zín̄ sen̄soo
bíiru ben̄zyó
dóozo gén̄ki
koohíi Pán̄ ga arimasu
gyuunyuu

zyúu

Practice 10. Practice 11. Practice 12.

〔語頭の [g] と語中の [ŋ]〕 〔子音 [h]〕 〔子音 [f ]〕
gén̄ki hidari húne

góhan̄ koohíi huyú

ikága hi hurúi

migi hirú gohun̄

Practice 13. Practice 14. Practice 15.

〔子音 [ɾ]〕 〔子音 [ɕ]〕 〔子音 [ʨ]〕
sayonára sigoto itido

yukkúri watakusi utí

wakarimásu hosíi desu máiniti

kore dóo itasimásite tomodati

hóteru
rainen̄
rokú
bénri
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bénri

をPractice 13

か
ら
外
し
︑Practice 16

にtukurim
ásu

を
︑Practice 17

にN
iho n̄zí n̄

を
加
え
た
目
的
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ち
な
み
に

Pronunciation Practice

以
外
で
︑
レ
コ
ー
ド
収
録
後
に
本
文
を
書
き
換
え
た

形
跡
が
見
ら
れ
る
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
︒
吹
込
者
が
読
み
間
違
え
た
場
合
は

逐
一
注
釈
と
い
う
形
で
説
明
し
て
い
る
︒

　
こ
のPronunciation Practice

は
︑
単
音
の
練
習
を
さ
せ
る
に
あ
た
り
︑
そ

の
単
音
が
現
れ
る
環
境
を
よ
く
考
慮
し
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑Practice 

14

は
子
音 

[ɕ] 

の
練
習
で
あ
る
が
︑sigoto

の
よ
う
に
語
頭
に
現
れ
る
場
合
︑

w
atakusi

の
よ
う
に
語
中
で
か
つ
無
声
化
母
音
と
と
も
に
生
じ
る
場
合
︑hosíi 

desu

の
よ
う
に
語
中
で
ア
ク
セ
ン
ト
核
を
伴
う
母
音
と
と
も
に
現
れ
る
場
合
︑

dóo itasim
ásite

の
よ
う
にitasi

の 

[ɕ] 

とm
ásite

の 
[ɕ] 

の
二
回
が
現
れ
︑
か

つm
ásite

の 

[i] 

が
無
声
化
す
る
場
合
の
四
例
を
挙
げ
て
い
る
︒Pronunciation 

Practice

で
取
り
上
げ
た
単
語
に
は
︑
練
習
す
る
単
音
が
撥
音
や
促
音
の
後
に

生
じ
な
い
よ
う
な
工
夫
も
見
ら
れ
る
︒

　Practice 13

は
子
音 

[ɾ] 

の
練
習
で
︑
英
語
話
者
に
と
っ
て
発
音
し
に
く
い
音

で
あ
り
︑
他
のPractice

に
比
べ
て
練
習
量
も
多
い
︒
そ
の
中
で
も
[i]
に
先
行

す
る 

[ɾ] 

がyukkúri

︑w
akarim

ásu

︑bénri

と
三
つ
あ
る
︒bénri

の 

[ɾ] 

は

「
ん
」
の
後
で
あ
る
か
ら
弾
き
が
な
く
︑
聞
き
取
り
に
く
い
︒
発
音
練
習
さ
せ

る
語
と
し
て
無
難
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
に
練
習
か
ら
除
外
し
た
と
考
え
る
の

は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

　Practice 16

は
︑tugí

︑tuyói

︑tutum
i

の
三
つ
が
レ
コ
ー
ド
に
は
収
録
さ
れ

て
い
る
が
︑tukurim
ásu

が
本
文
に
は
あ
る
の
に
︑
レ
コ
ー
ド
に
は
な
い
︒
実

はPractice 16

を
学
習
す
る
時
点
で
︑
こ
の
三
つ
の
語
は
学
習
者
に
と
っ
て
未

習
語
で
あ
る
︒Pronunciation Practice

で
使
わ
れ
て
い
る
語
は
︑
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
既
習
語
で
あ
り
︑
学
習
者
に
と
っ
て
も
意
味
や
用
法
の
わ
か
る
語
を
練

習
し
た
方
が
よ
い
︒
そ
こ
で
︑tukurim

ásu

が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒tukurim

ásu 

はPractice 16

が
配
置
さ
れ
て
い
るU

nit 3

の
新
出

語
句
で
あ
る
︒

　Practice 17

はzidóosya

︑zim
úi n̄

の 

[ʥ] 

が
語
頭
︑kyúuzi

の 

[ʑ] 

が
語
中
で

あ
る
︒
第
三
節
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
ブ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
二
つ
の
子
音
を
自
由
異

音
と
見
な
し
て
い
る
︒N

iho n̄zí n̄

は
語
中
で 

[ʥ] 

が
出
現
す
る
よ
い
例
で
あ
る
︒

　
レ
コ
ー
ド
が
吹
き
込
ま
れ
た
時
期
と
︑
教
科
書
が
完
成
し
た
時
期
を
比
べ
る

と
︑
レ
コ
ー
ド
が
吹
き
込
ま
れ
た
時
期
の
方
が
先
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
先
に

述
べ
た
と
お
り
︑
レ
コ
ー
ド
で
言
い
間
違
え
た
箇
所
に
つ
い
て
︑
教
科
書
本
文

の
注
釈
で
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
収
録
音
声
と

本
文
と
の
差
異
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
収
録
後
に
本
文
に
訂
正
が
加
え
ら
れ

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が

あ
っ
て
本
文
を
修
正
し
た
の
か
︑
そ
の
真
意
は
も
は
や
知
る
術
が
な
い
︒
た
だ
︑

日
本
語
教
師
が
日
本
語
の
発
音
練
習
を
さ
せ
る
場
合
︑
ど
の
語
で
も
い
い
わ
け

で
は
な
く
︑
ア
ク
セ
ン
ト
や
特
殊
拍
の
有
無
︑
無
声
化
の
有
無
︑
語
頭
か
語
中

か
な
ど
単
音
の
現
れ
る
場
所
を
考
慮
し
て
語
を
選
ぶ
こ
と
は
︑
現
在
で
は
ご
く

当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒Pronunciation Practice

の
レ
コ
ー
ド
と
本
文
の
違
い
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か
ら
︑
ブ
ロ
ッ
ク
が
い
か
に
学
習
者
に
配
慮
し
た
良
い
練
習
問
題
を
作
成
す
る

こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
か
︑
そ
の
気
遣
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒

　
こ
こ
ま
で
︑
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
︑
レ
コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ
た
音
声
の

一
部
を
紹
介
し
︑
そ
の
収
録
部
分
が
ど
う
学
習
者
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
か
︑
本
文
と
レ
コ
ー
ド
の
対
応
関
係
を
観
察
し
て
き
た
︒

そ
の
結
果
︑
レ
コ
ー
ド
の
役
割
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
代
行
で
あ
り
︑

レ
コ
ー
ド
の
使
用
方
法
は
︑
具
体
的
か
つ
明
確
に
Ｓ
Ｊ
本
文
中
に
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
ま
た
︑
日
本
語
の
文
や
句
の
後
に
十
分
な
ポ
ー
ズ
が

確
保
さ
れ
︑
学
習
者
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
発
音
を
繰
り
返
し
真
似
す

る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
に
学
習
者
は
︑
レ
コ
ー
ド
を
止
め
た

り
︑
前
に
戻
し
た
り
と
い
う
煩
雑
な
作
業
を
す
る
こ
と
な
く
︑
語
学
学
習
に
専

念
で
き
た
の
で
あ
る
︒

　
吹
き
込
ま
れ
た
音
声
の
特
徴
に
つ
い
て
は
次
節
で
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に

つ
い
て
は
第
四
節
で
さ
ら
に
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

　

三
　
日
本
語
吹
込
者
の
音
声
的
特
徴

　
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ
た
音
声
に
つ
い
て
︑
そ
の
特
徴
を
詳
し
く
考

察
し
て
い
き
た
い
︒
日
本
語
を
吹
き
込
ん
で
い
る
人
物
は
︑
ブ
ロ
ッ
ク
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
一
人
で
︑
お
そ
ら
く
日
系
人
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
人
物
は
︑

音
声
を
聞
く
限
り
︑
特
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
訓
練
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
素
人
の

よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
系
人
と
は
い
え
︑
彼
の
読
む
日
本
語
は
ア
ク
セ
ン

ト
が
正
確
で
あ
る
ほ
か
︑
ガ
行
鼻
濁
音
や
無
声
化
の
発
音
も
大
変
き
れ
い
な
も

の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
次
の
発
音
は
︑
日
本
語
教
育
レ
コ
ー
ド
と
し
て
は
︑
や
や

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

　（
1
）
吹
込
者
の
日
本
語
を
読
む
ス
ピ
ー
ド
が
や
や
遅
く
感
じ
ら
れ
る（

14
）

︒
読

む
ス
ピ
ー
ド
が
遅
い
こ
と
の
例
を
挙
げ
る
と
︑「
も
う
一
度
言
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
文
は
︑
Ｓ
Ｊ
で
は
約
一
・
三
秒
で
読
ま
れ
て
い
る
が
︑
ジ
ョ
ー
デ
ン
の

B
eginning Japanese

の
カ
セ
ッ
ト
で
は
︑
同
じ
文
が
約
〇
・
九
秒
で
読
ま
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑「
あ
の
人
は
だ
れ
で
す
か
」
と
い
う
文
は
︑
Ｓ
Ｊ
で
は
約
一
・

四
秒
で
読
ま
れ
て
い
る
が
︑A

 C
ourse in M

odern Japanese

の
Ｃ
Ｄ
で
は
同
じ

文
が
約
一
秒
で
読
ま
れ
て
い
る（

15
）

︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
だ
け
で
読
む
の
が
遅
い
と

言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
Ｓ
Ｊ
の
吹
込
者
は
︑
一
文
字
ず
つ
は
っ

き
り
読
み
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
︑
そ
の
こ
と
が
遅
さ
に
繋
が
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
︒

　（
2
）「
ま
ど
か
ら
　
そ
と
を
　
見
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
︑

「
ま
」「
そ
」「
み
」
が
強
く
︑
や
や
不
自
然
な
抑
揚
が
感
じ
ら
れ
る
︒

　（
3
）「
は
い
り
ま
す
」「
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
︑-m

asu form

の
発
音
で
︑

「
ま
」
が
強
く
「
す
」
が
弱
い
︒
そ
の
た
め
「
は
い
り
ま
ー
す
」「
あ
り
ま
ー

す
」
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
箇
所
が
多
い
︒

　（
4
）「
あ
な
た
は
米
国
人
で
す
か
」「
あ
な
た
は
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま

す
か
」
な
ど
の
疑
問
文
で
も
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
上
が
ら
な
い
発
音
が
さ
れ
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て
い
る
︒
こ
れ
は
吹
込
者
の
個
人
的
な
習
性
で
あ
る
の
か
︑
あ
る
い
は
何
か
意

図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑B

asic Sentences

だ
け
な
ら
と
も
か
く
︑Listening In

は
普
通
の
会
話
文
で
あ
る
︒
会
話
文
で
全

く
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
ら
な
い
と
︑
や
は
り
日
本
語
と
し
て
は
か
な
り

不
自
然
に
聞
こ
え
る
︒

　
不
思
議
な
こ
と
に
Ｓ
Ｊ
に
は
︑
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
言
及
が
全
く

な
い
︒
例
え
ば
︑
“Particle ka in questions

”（B
loch &

 Jorden 1945 c: 9

︑
拙
訳
：

疑
問
文
の
助
詞
「
か
」）
の
項
目
で
は
︑
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
︑
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒

︹
拙
訳
︺
日
本
語
の
普
通
の
疑
問
文
は
︑
全
て
「
か
」
で
終
わ
る
︒
ど
ん

な
発
話
で
も
「
か
」
を
付
け
加
え
る
だ
け
で
︑
他
に
何
も
変
え
る
こ
と
な

く
︑
疑
問
文
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（B

loch &
 Jorden （

16
） 1945 c: 9

）︒

　
後
に
ジ
ョ
ー
デ
ン
は
︑
同
じ
“Question Particle ka

”（Jorden 1963 : 9
︑
拙

訳
：
疑
問
の
助
詞
「
か
」）
の
項
目
で
︑
次
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い
る
︒

︹
拙
訳
︺「
か
」
で
終
わ
る
疑
問
文
は
︑
上
昇
調
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
︑

平
板
調
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン（

17
）

で
発
音
さ
れ
る
︒
助
詞
「
か
」
で
終
わ
る
す

べ
て
の
文
は
疑
問
文
で
あ
る
︒
だ
が
す
べ
て
の
疑
問
文
が
「
か
」
で
終
わ

る
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
「
あ
な
た
は
」
と
い
う
句
は
︑
疑
問
文
の
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
発
音
さ
れ
れ
ば
疑
問
文
に
な
る
の
で
あ
る
（Jorden （

18
） 

1963 : 9 –10

）︒

　
し
か
し
︑B

loch

（1946

）
で
は
︑
日
本
語
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
︒

︹
訳（

19
）

︺
日
本
語
の
発
話
は
︑
以
下
の
四
種
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
い
ず

れ
か
で
終
わ
る
︒

（
1
）  

下
降
調（Falling

）︱
最
終
音
節
の
ピ
ッ
チ
が
直
前
の
音
節
よ
り
低
い
︒

意
味
： 

終
結
（「
文
の
終
り
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
）︒
記
号
：

/. /

　
例
：Sóo desu ka.

︿
そ
う
で
す
か
﹀
ʻIs that so?

ʼ

（
2
）  

上
昇
調
（R

ising

）
︱
最
終
音
節
の
ピ
ッ
チ
が
直
前
の
音
節
よ
り
か

な
り
高
い
︒
意
味
：
活
気
あ
る
い
は
特
別
な
関
心
︒
記
号
：/ ? /

 
  

例
：Sóo desu ka.

︿
そ
う
で
す
か
﹀
ʻIs that [really] so?

（̓
関
心
や

驚
き
の
表
現
）︒

（
3
）  

高
下
降
調 

（H
igh-falling

）
︱
（
最
終
有
ア
ク
セ
ン
ト
音
節
の
︑
あ
る

い
は
︑
ど
の
音
節
も
ア
ク
セ
ン
ト
を
も
た
な
い
場
合
は
発
話
の
第
一
音

節
の
）
い
ち
ば
ん
高
い
ピ
ッ
チ
と
（
最
終
音
節
の
）
い
ち
ば
ん
低
い

ピ
ッ
チ
と
の
差
が
大
き
い
︒
意
味
：
生
き
生
き
と
し
た
感
情
︒
記
号
：

/ ! /

　
例
：Sóo desu ka !

︿
そ
う
で
す
か
﹀
ʻOh so that

ʼs it !

ʼ

（
4
）  
平
板
調
（Level

）
︱
最
終
音
節
が
︑
無
ア
ク
セ
ン
ト
音
節
の
後
で
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は
少
し
高
め
に
︑
有
ア
ク
セ
ン
ト
音
節
の
後
で
は
よ
り
低
く
か
つ

や
や
上
昇
調
︒
意
味
：
保
留
（「
不
完
結
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る

こ
と
）︒
記
号
：/.. /

　
例
：Sóo desu ga.. 

︿
そ
う
で
す
が
﹀
ʻThat 

m
ay be so, but [still]...

（̓B
loch （

20
） 1946 : 154 –155

︑
た
だ
し
訳
は
ロ
イ
・

Ａ
・
ミ
ラ
ー
　
一
九
六
九
： 

二
六
～
二
七
）

　B
loch

（1946

）
で
明
ら
か
に
し
た
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
説
明
を
︑
な
ぜ
Ｓ

Ｊ
で
は
学
習
者
に
提
示
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
レ
コ
ー
ド
の
︑
特
にLis-

tening In

の
よ
う
な
会
話
文
の
収
録
で
︑
疑
問
文
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
上

昇
調
に
し
な
か
っ
た
の
は
︑
何
か
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

　（
5
）
複
文
は
前
半
と
後
半
に
分
け
て
発
音
さ
れ
る
︒
日
本
語
教
育
レ
コ
ー

ド
と
し
て
は
︑
分
け
ず
に
長
い
文
を
練
習
さ
せ
た
方
が
良
か
っ
た
よ
う
に
も
思

え
る
︒

　（
6
）
[ɾ] 

の
発
音
は
︑
全
般
に
弾
き
が
弱
く
︑
[ɻ] 

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
︒
例

え
ば
「
ホ
テ
ル
」「
こ
れ
」「
も
ら
い
ま
し
た
」
と
い
っ
た
語
が
文
中
で
読
ま
れ

る
場
合
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
「
あ
り
ま
し
た
」
が
「
あ
い
ま
し
た
」
と
聞
こ
え

る
場
合
が
あ
る
︒

　（
7
）
語
中
の
[k] 

が
[g] 

の
よ
う
に
濁
る
︒
例
え
ば
「
く
だ
さ
い
」「
ど
こ
に
」

「
さ
か
な
」「
た
ば
こ
が
」「
た
な
か
さ
ん
」「
食
べ
て
か
ら
」
の
よ
う
な
語
で
︑

そ
れ
ぞ
れ
「
ぐ
だ
さ
い
」「
ど
ご
に
」「
さ
が
な
」「
た
ば
ご
が
」「
た
な
が
さ

ん
」「
食
べ
て
が
ら
」
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
︒

　（
8
）「
兵
隊
」「
停
車
場
」「
水
平
」「
た
い
て
い
」「
映
画
館
」「
米
国
」
と

い
っ
た
語
で
︑
[ee] 

で
は
な
く 

[ei] 

と
発
音
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
早
く
読
む

場
合
は
︑
[ee] 

と
発
音
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
た
め
ブ
ロ
ッ
ク
も

﹇heitai

﹈﹇teisyaba

﹈
と
書
い
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
第
二
節
で
考
察
し
た

Pronunciation Practice

で
は
︑「teisyaba

」
は
二
重
母
音
のPractice 6

に
︑

「teeburu

」
は
長
母
音
のPractice 7

に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
実
際
︑
レ
コ
ー
ド

の
発
音
は
「teisyaba

」
は 

[ei] 

︑「teeburu

」
は 

[ee] 

と
な
っ
て
い
る
︒

　
後
に
︑
ジ
ョ
ー
デ
ン
は
﹇eego

﹈﹇beekokuzin̄

﹈﹇teeburu

﹈（Jorden 1963  : 

391

～392 , 404

）
の
よ
う
に
表
記
し
た
︒
ブ
ロ
ッ
ク
と
ジ
ョ
ー
デ
ン
の
表
記
の

違
い
を
疑
問
に
感
じ
て
い
た
が
︑
ブ
ロ
ッ
ク
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
発
音
に

忠
実
に
表
記
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒

　
現
代
で
も 

[ei] 

と 

[ee] 

の
発
音
は
規
範
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
は
︑
次
の
﹃
Ｎ
Ｈ

Ｋ
日
本
語
発
音
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
﹄
の
記
述
に
あ
る
通
り
だ
が
︑
ブ
ロ
ッ
ク
の

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は 

[ei] 

と
発
音
す
る
傾
向
に
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
︒

共
通
語
で
は
︑
漢
字
音
「
英
」
エ
イ 

[ei] 

な
ど
を
エ
ー 

[e:] 

の
よ
う
に
長
母

音
に
発
音
す
る
︒
例
え
ば
次
の
例
の
と
お
り
︒
エ
ー
コ℉　（
英
語
）
ケ
ー
サ

ツ
（
警
察
）
セ
ン
セ
ー
（
先
生
）
テ
ー
ジ
（
定
時
）
ヘ
ー
ワ
（
平
和
）
メ
ー

モ
ク
（
名
目
）
レ
ー
カ
イ
（
例
会
）
た
だ
し
︑
特
に
て
い
ね
い
に
発
音
す
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る
と
き
は
エ
イ
コ℉　・
ケ
イ
サ
ツ
・
セ
ン
セ
イ
・
の
よ
う
に
エ
イ
に
な
る
︒

こ
の
長
母
音
は
︑︹
中
略
︺
東
京
方
言
以
外
の
地
方
に
も
広
く
行
わ
れ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
日
常
生
活
で
︑
エ
イ 

[ei] 

が
優
勢
な
地
方
は
︑
九
州
を
は

じ
め
四
国
・
紀
伊
半
島
な
ど
の
南
部
や
伊
豆
利
島
や
八
丈
島
三
根
な
ど
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
今
日
で
は
︑
こ
れ
ら
の
地
方
も
︑
し
だ
い
に
エ
イ 

[ei] 

は
退
化
し
て
エ
ー 
[e:] 
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
編
　

一
九
九
八
：
付
録
一
三
八
）︒

　（
9
）
ザ
行
子
音
は
︑
母
音
に
挟
ま
れ
た
と
き
は
摩
擦
音
︑
そ
れ
以
外
の
環

境
で
は
破
擦
音
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
説
明
す
る
と
︑「
み
じ
か
く

て
」
の
「
じ
」
は
母
音
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
摩
擦
音
と
し
て
発
音
す
る
と
こ

ろ
を
︑
吹
込
者
は
破
擦
音
に
近
い
発
音
を
行
っ
て
い
る
︒
同
様
に
︑「
ご
じ
っ

せ
ん
」
の
「
じ
」
も
破
擦
音
に
近
い
︒
そ
の
た
め
ブ
ロ
ッ
ク
も
Ｓ
Ｊ
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

︹
拙
訳
︺
日
本
人
の
中
に
は
︑
こ
の
子
音
︹
筆
者
注
：
[z] 

︺
を
ʻadze

の̓
ʻdz
︑̓

ま
た
は
ʻbeds

の̓
ʻds

の̓
よ
う
に
発
音
す
る
人
が
い
る
︒
ガ
イ
ド
に
従
っ

て
︑
ガ
イ
ド
が
発
音
し
た
音
を
言
い
な
さ
い
︒
し
か
し
︑
も
し
ガ
イ
ド
が 

[z] 

を
ʻdz

の̓
よ
う
に
発
音
し
た
と
し
て
も
︑
日
本
語
に
お
い
て
ʻdz

と̓
ʻzʼ

は
交
換
可
能
で
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
い
な
さ
い
︒
そ
し
て
母
音
ａ
︑ｅ
︑ｕ
︑

ｏ
の
前
の
ど
こ
で
子
音 

[z] 

が
生
じ
て
も
︑
ど
ち
ら
の
発
音
で
も
正
し
い

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
（B

loch &
 Jorden （

21
） 1945 c: 66

）︒

　（
10
）
ア
ク
セ
ン
ト
は
正
確
で
あ
る
︒
例
え
ば
副
詞
の
「
昨
日
」
を
Ｌ
Ｈ
Ｈ
︑

名
詞
の
「
昨
日
」
を
Ｌ
Ｈ
Ｌ
と
発
音
し
︑
ま
た
ブ
ロ
ッ
ク
も
そ
う
書
い
て
い
る
︒

　
し
か
し
「
う
ち
」
と
い
う
語
は
吹
込
者
の
発
音
と
ブ
ロ
ッ
ク
の
記
述
が
異
な

る
の
で
お
も
し
ろ
い
︒
ブ
ロ
ッ
ク
は
“utíe

” 

“utíni

” 

“utíw
a

” 

“utíde

” 

“utíkara

”

と
い
ず
れ
も
“tí

”
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
︑
尾
高
型
と
認
識
し
て
い
る
︒
た
だ

し
︑「
う
ち
の
犬
」
は
“uti no inu

”
と
書
い
て
お
り
︑「
の
」
が
後
続
す
る
場

合
は
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
て
い
な
い
︒
一
方
︑
吹
込
者
は
「
う
ち
へ
（
Ｌ
Ｈ

Ｈ
）」「
う
ち
に
（
Ｌ
Ｈ
Ｈ
）」「
う
ち
は
（
Ｌ
Ｈ
Ｈ
）」「
う
ち
で
（
Ｌ
Ｈ
Ｈ
）」「
う

ち
か
ら
（
Ｌ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
）」
と
︑
い
ず
れ
も
平
板
式
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
し
︑「
わ

た
く
し
の
」
が
前
に
来
る
場
合
の
み
︑「（
わ
た
く
し
の
）
う
ち
へ
（
Ｌ
Ｈ
Ｌ
）」

「（
わ
た
く
し
の
）
う
ち
は
（
Ｌ
Ｈ
Ｌ
）」
と
尾
高
型
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
し
て
い

る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹃
Ｎ
Ｈ
Ｋ
日
本
語
発
音
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
﹄
で
︑「
う
ち 

（
Ｌ
Ｈ
）」
を
平
板
式
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
︑
但
し
書
き
と
し
て
「「
～
の
う
ち
」
は

尾
高
も
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
吹
込
者
の
発
音
と
一
致
す
る
︒

　

四
　
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

　
レ
コ
ー
ド
の
日
本
語
を
収
録
し
た
人
物
が
︑
ブ
ロ
ッ
ク
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
で
あ
り
日
系
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
既
に
第
三
節
で
述
べ
た
︒
イ
ン
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フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
い
う
言
葉
を
︑
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
（Leonard B

loom
field, 

1887 –1949
）
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
︒B

loom
field

（1942

）
が
戦
時

中
の
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
一
連
の
外
国
語
教
育
事
業
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る

こ
と
は
︑
池
田
（
二
〇
一
四
）
で
論
じ
た
︒

︹
拙
訳
︺
そ
の
言
語
の
話
者
が
話
す
の
を
よ
く
聞
い
て
︑
真
似
を
す
る
こ

と
で
初
め
て
我
々
は
そ
の
言
語
を
話
し
︑
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
話
者
の
こ
と
を
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
呼

ぶ
（B

loom
field （

22
） 1942 : 2

）︒

　
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
は
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
接
し
方
に
つ
い
て
︑

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

︹
拙
訳
︺
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
先
生
で
は
な
い
し
︑
先
生
の
よ
う
に
扱
っ

て
は
い
け
な
い
︒
原
則
と
し
て
彼
ら
は
自
分
の
母
語
の
音
や
活
用
︑
構
造

に
つ
い
て
勉
強
し
た
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
彼
ら
は
自
分
の
母
語
に

つ
い
て
理
論
的
説
明
を
正
し
く
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
彼
ら

が
そ
う
い
う
説
明
を
し
よ
う
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
全
く
時
間
の
無
駄
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
言
語
学
者
で
あ
っ
て
も
︑
慎
重
な
検
証
の
後

で
し
か
︑当
該
言
語
の
概
括
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒「
ど

の
よ
う
に
そ
の
音
を
産
出
す
る
の
」
と
か
「
そ
の
動
詞
形
は
い
つ
使
う
の
」

と
か
︑
そ
う
い
う
た
ぐ
い
の
質
問
を
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
し
よ
う
と
す

る
人
も
い
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
質
問
は
︑
た
だ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を

困
惑
さ
せ
︑
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
︒
彼
ら
は
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
だ

け
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
の
で
︑
な
ん
と
か
説
明
を
取
り
繕
お
う
と
し

て
︑
あ
な
た
の
時
間
を
無
駄
に
す
る
だ
け
で
あ
る
（B

loom
field （

23
） 1942 : 2

）︒

　
そ
し
て
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
は
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
言
語
学
者
と
の

関
係
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

︹
拙
訳
︺
教
育
を
受
け
た
︑「
教
養
あ
る
」
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
決
し
て

好
ま
し
く
な
く
︑
時
に
粗
悪
で
あ
る
︒
良
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
は
広

範
囲
な
語
彙
を
駆
使
し
な
が
ら
自
然
に
︑
自
由
に
話
せ
︑
同
時
に
言
語
学

者
が
書
き
取
れ
る
速
度
で
話
す
こ
と
も
で
き
る
人
で
あ
る
︒
悪
い
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
英
語
で
理
論
的
説
明
を
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
る
︒
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
丁
寧
に
扱
い
な
さ
い
︑
た
だ
し
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
に
は
言
語
を
話
し
︑
書
き
取
る
た
め
に
必
要
な
ス
ピ
ー
チ
を
さ
せ
る
だ

け
の
業
務
に
と
ど
め
て
お
き
な
さ
い
︒
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
物
語
や
思

い
出
話
︑
ユ
ー
モ
ア
を
自
分
の
言
語
で
話
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
な
さ
い

（B
loom

field （
24
） 1942 : 4

）︒

　
さ
て
︑
ブ
ロ
ッ
ク
は
ど
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
と
も
に
︑
日
本
語
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研
究
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒A

rm
ed E

dition

版
の
Ｓ
Ｊ
に
は
︑
著
者
の

名
前
の
下
に
“with the collaboration of M

ikiso H
ane, Toshio K

ono, and 

others

”
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
らM

ikiso H
ane

とToshio K
ono

と
い
う
人
物
が
Ｓ
Ｊ
作
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
こ
と
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
門
下
生
で
あ
っ
た
ロ
イ
・
Ａ
・
ミ

ラ
ー
（
一
九
六
九
：
xv
）
が
︑「
ブ
ロ
ッ
ク
が
多
く
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
高

く
買
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
自
分
のSpoken Japanese

の
第
一
巻
の
表
紙
に
自
分

と
エ
レ
ノ
ア
・
ハ
ー
ズ
・
ジ
ョ
ー
デ
ン
の
名
前
と
一
緒
に
彼
ら
の
名
前
を
載
せ

た
こ
と
で
わ
か
る
︒
こ
の
功
績
表
示
の
伝
統
は
︑
イ
ェ
ー
ル
で
の
ブ
ロ
ッ
ク
の

弟
子
で
あ
る
ジ
ョ
ー
デ
ン
夫
人
のB

eginning Japanese

で
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
」
と
︑
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
う
ち
︑M

ikiso H
ane

（
羽
根
幹
三（

25
）

︑
一
九
二
二
～
二
〇
〇
三
）
に
つ
い
て
︑

今
回
の
調
査
か
ら
次
の
よ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

︹
拙
訳
︺
羽
根
は
一
九
二
二
年
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ホ
リ
ス
タ
ー
で
︑

日
系
移
民
の
両
親
か
ら
生
ま
れ
︑
十
歳
の
年
ま
で
そ
こ
で
暮
ら
し
た
︒
羽

根
の
両
親
が
︑
羽
根
を
日
本
へ
送
り
出
し
︑
羽
根
は
広
島
で
叔
父
と
と
も

に
暮
ら
し
︑
学
校
に
通
っ
た
︒

羽
根
は
一
九
四
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
に
戻
っ
た
が
︑
一
九
四
一
年
︑
日
本
と

の
戦
争
が
勃
発
す
る
と
︑
一
九
四
二
年
五
月
か
ら
一
九
四
三
年
十
月
ま
で
︑

ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
っ
て
ア
リ
ゾ
ナ
キ
ャ
ン
プ
に
抑
留
さ
れ
た
︒
十
八
カ

月
に
及
ぶ
抑
留
生
活
の
後
︑
羽
根
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
米
軍
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
日
本
語
を
教
え
る
職
に
申
し
込
ん
だ
︒
戦
後
︑
羽
根
は
日
本
語
を
教
え

た
り
︑
ア
ジ
ア
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
文
字
打
ち
を
す
る
な
ど
働
き
な
が
ら

大
学
を
卒
業
し
︑
一
九
五
二
年
に
学
士
︑
一
九
五
三
年
に
修
士
︑

一
九
五
七
年
に
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
︒

︙
︙
羽
根
は
ノ
ッ
ク
ス
大
学
で
︑
一
九
六
一
年
か
ら
退
職
す
る
一
九
九
二

年
ま
で
︑
西
洋
文
明
の
歴
史
は
も
ち
ろ
ん
︑
日
本
・
中
国
・
イ
ン
ド
・
ロ

シ
ア
の
歴
史
な
ど
幅
広
い
歴
史
コ
ー
ス
を
教
え
た（K

nox C
ollege W

ebsite （
26
）

）︒

　
戦
後
の
羽
根
の
業
績
と
し
て
︑M

odern Japan: A
 H

istorical Survey

が
あ
る
︒

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
生
向
け
に
︑
日
本
の
歴
史
を
易
し
く
解
説
し
た
書
で

あ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑Eastern Phoenix: Japan since 1945

（
拙
訳
：
東
の
不
死
鳥

︱
︱
一
九
四
五
年
か
ら
の
日
本
）
や
︑
思
想
史
家
丸
山
眞
男
の
﹃
日
本
政
治
思
想

史
研
究
﹄
を
翻
訳
し
たStudies in the Intellectual H

istory of Tokugaw
a Japan

（
拙
訳
：
徳
川
ジ
ャ
パ
ン
の
思
想
史
に
関
す
る
研
究
）
が
挙
げ
ら
れ
る（

27
）

︒
だ
が
︑
戦

後
に
書
か
れ
た
羽
根
の
著
書
の
中
で
︑ 

ブ
ロ
ッ
ク
や
戦
時
中
の
日
本
語
教
育
に

関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
︒

　
羽
根
は
Ｓ
Ｊ
作
成
の
協
力
者
と
し
て
筆
頭
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
ほ
か
︑

Ｓ
Ｊ
の
ガ
イ
ド
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ルG

uide’s M
anual for 

Spoken Japanese: W
ar D

epartm
ent Education M

anual EM
563

の
監
修
を
行
っ

た
人
物
で
も
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑
Ｓ
Ｊ
が
出
版
さ
れ
た
一
九
四
五
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年
当
時
若
干
二
十
三
歳
だ
っ
た
羽
根
に
︑
ブ
ロ
ッ
ク
が
日
本
語
話
者
と
し
て
︑

一
定
の
信
用
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
一
応
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
︒

　

五
　
戦
前
・
戦
中
の
語
学
教
育
と
音
声
教
材
―
―
Ｓ
Ｊ
の
周
辺
―
―

　
こ
こ
か
ら
は
︑
Ｓ
Ｊ
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
日
本
国
内
で
作
ら
れ
た
主
要
な
日
本

語
教
育
レ
コ
ー
ド
を
紹
介
し
︑
Ｓ
Ｊ
と
比
較
し
て
み
た
い
と
思
う
︒
そ
の
前
に
︑

ま
ず
︑
い
つ
頃
か
ら
語
学
教
育
に
レ
コ
ー
ド
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
︒
そ
の
時
期
に
つ
い
て
︑
野
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
︑
世
界
最
初
の
語

学
レ
コ
ー
ド
を
作
っ
た
人
物
と
し
て
︑
コ
ー
テ
ィ
ナ
フ
ォ
ン
を
挙
げ
て
い
る
︒

一
八
八
二
年
︑
ア
メ
リ
カ
に
世
界
最
古
の
語
学
校
を
創
立
し
た
コ
ル
チ
ナ

伯
は
︑
音
と
脳
細
胞
の
直
接
の
結
び
つ
き
は
訓
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と

考
え
︑
ト
マ
ス
・
Ａ
・
エ
デ
ィ
ソ
ン
の
協
力
を
得
て
︑
世
界
最
初
の
語
学

レ
コ
ー
ド
を
世
に
送
っ
た
（
野
村
　
一
九
七
三
：
八
二
）︒

　
日
本
語
教
育
の
た
め
の
レ
コ
ー
ド
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
つ
い

て
︑
倉
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹃
音
楽
と
蓄
音
機
﹄（
一
二
年
四
月
号
）
に
よ
る
と
︑
横
田
昇
一
ら
は
︑

一
一
年（

28
）

九
月
二
十
八
日
に
日
本
録
音
蓄
音
機
協
会
を
設
立
し
︑
小
学
校
国

定
教
科
書
の
標
準
レ
コ
ー
ド
を
完
成
し
た
︒
ま
だ
〝
標
準
語（

29
）

〟
と
い
う
概

念
の
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
︑た
と
え
ば
︑「
扇
」
の
読
み
方
は
「
オ
ー
ギ
」

か
「
ア
ウ
ギ
」
か
︒「
後
」
は
「
ウ
シ
ロ
」
か
「
オ
シ
ロ
」
か
︒「
質
屋
」

は
「
ヒ
チ
ヤ
」
か
「
シ
チ
ヤ
」
か
な
ど
︑
朗
読
上
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ

た
︒

国
語
学
者
上
田
万
年
や
三
上
参
次
ら
は
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
絶
賛
し
た
の
で
︑

標
準
語
と
方
言
の
扱
い
が
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
（
倉

田
　
一
九
七
九
：
二
七
三
）︒

　
桜
井
は
︑
右
の
倉
田
（
一
九
七
九
：
二
七
三
）
を
引
用
し
︑
さ
ら
に
﹃
コ
ロ

ム
ビ
ア
五
十
年
史
﹄
を
引
用
し
た
上
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹃
コ
ロ
ム
ビ
ア
五
十
年
史
﹄
に
よ
れ
ば
︑「
昭
和
四
年
︹
一
九
二
九
年
︺
九
月
︑

わ
が
社
は
日
本
で
最
初
の
教
育
レ
コ
ー
ド
を
発
売
し
た
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
い
ず
れ
が
「
日
本
で
最
初
」
で
あ
る
か
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い

の
で
︑
そ
の
議
題
に
は
入
ら
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
時
に
国
語
（
あ
る
い
は

日
本
語
）
関
係
の
レ
コ
ー
ド
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
は
︑
ま
ち
が
い
な
い
事

実
で
あ
る
︒
そ
れ
は
神
保
格
﹃33000

　
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
言
葉

調
子
﹄（
上
下
）
で
あ
る
（
桜
井
　
一
九
九
二
：
四
〇
︑
原
文
通
り
）︒

　
だ
が
︑
倉
田
が
挙
げ
た
小
学
校
国
定
教
科
書
の
標
準
レ
コ
ー
ド
も
︑
桜
井
が
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挙
げ
た
神
保
格
の
レ
コ
ー
ド
も
︑
ど
ち
ら
も
外
国
人
が
日
本
語
を
習
得
す
る
た

め
に
作
ら
れ
た
日
本
語
教
育
レ
コ
ー
ド
で
は
な
い
︒
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
︑
桜
井
の
引
用
に
あ
る
レ
コ
ー
ド
番
号
︑
コ
ロ
ム
ビ
ア33000

　
神
保
格

︽
発
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
︾
の 

Ａ
面
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︿
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン

ト
と
言
葉
調
子（

30
）（

上
）﹀
の
内
容
を
紹
介
す
る
︒
こ
こ
で
考
察
の
た
め
に
使
用
し

た
音
声
は
︑
日
本
語
教
育
学
会
編
集
﹃
戦
前
戦
中
の
日
本
語
教
育
教
材
レ
コ
ー

ド
　
復
刻
版
﹄
に
録
音
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
レ
コ
ー
ド
の
収
録
時

間
は
両
面
で
約
六
分
︑
講
演
の
録
音
か
︑
あ
る
い
は
何
か
を
朗
読
し
て
い
る
よ

う
に
聞
こ
え
る
︒

︻
収
録
内
容
：
₄（31
）

︼

わ
た
く
し
ど
も
の
言
葉
に
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
音
を
使
い
ま
す
が
︑
そ
の
ほ

か
に
声
を
高
く
し
た
り
低
く
し
た
り
し
て
︑
調
子
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
︑

強
く
し
た
り
弱
く
し
た
り
し
て
抑
揚
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
︑
ま
た
音
を

長
く
ひ
い
た
り
短
く
つ
め
た
り
し
て
︑
話
の
早
さ
を
変
え
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
︒
そ
の
う
ち
例
え
ば
︑
同
じ
そ
う
で
す
か
と
い
う
言
葉
も
︑
そ
う
で

す
か
︹
↗
：
筆
者
注
：
上
が
る
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
︺
と
終
わ
り
の
方
で
あ

げ
た
り
︑
そ
う
で
す
か
︹
↘
：
筆
者
注
：
下
が
る
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
︺
と

下
げ
た
り
す
る
の
は
声
の
高
さ
の
違
い
︑
調
子
の
違
い
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

「
わ
た
く
し
は
き
の
う
帰
り
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
も
「
わ
た
く
し
は
き

の
う
帰
り
ま
し
た
」︹
筆
者
注
：「
き
の
う
」
に
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
︺
と
か
「
わ

た
く
し
は
き
の
う
帰
り
ま
し
た
」︹
筆
者
注
：「
わ
た
く
し
は
」
に
プ
ロ
ミ
ネ

ン
ス
︺
と
か
い
う
の
は
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
声
を
強
く
言
う
違
い
で
ご
ざ

い
ま
す
︒
ま
た
︑「
わ
た
く
し
は
き
の
う
帰
り
ま
し
た
」
と
言
え
ば
早
口

に
な
り
︑「
わ
た
く
し
は
き
の
う
帰
り
ま
し
た
」︹
筆
者
注
： 

一
文
字
ず
つ

ゆ
っ
く
り
発
音
︺
と
い
え
ば
ゆ
っ
く
り
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
早
い
と

い
う
の
は
音
の
短
い
こ
と
︑
ゆ
っ
く
り
と
い
う
の
は
音
を
長
く
す
る
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
︒
こ
の
調
子
や
抑
揚
や
早
さ
は
︑
話
の
い
ろ
い
ろ
な
場
合

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
あ
る
言
葉
に
は
︑

い
つ
も
同
じ
よ
う
な
調
子
の
決
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑

東
京
で
は
ご
飯
を
食
べ
る
と
き
に
箸
を
使
う
︑
川
に
橋
が
か
か
っ
て
い
る
︑

な
ど
と
言
い
ま
す
︒
箸
の
と
き
は
「
は
」
が
高
く
「
し
」
が
低
い
︑
橋
と

い
う
と
き
は
「
は
」
が
低
く
「
し
」
が
高
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
︙
︙
（
コ

ロ
ム
ビ
ア33000

　
神
保
格
　
Ａ︿
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
言
葉
調
子（
上
）﹀）

　
こ
の
よ
う
に
︑
神
保
格
の
︿
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
言
葉
調
子
（
上
）﹀

は
︑
外
国
人
が
初
級
日
本
語
を
習
得
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
日
本
人
が
東
京（

32
）

の
ア
ク
セ
ン
ト
や
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
勉
強
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
レ
コ
ー
ド
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑

い
つ
頃
か
ら
外
国
人
を
対
象
と
し
た
日
本
語
教
育
の
た
め
の
レ
コ
ー
ド
が
日
本

国
内
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
次
に
︑
コ
ロ
ム
ビ
ア33350

　
国
際
日
本
語
協
会
編
︽
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
日
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本
語
の
学
習
　JA

PA
N

E
SE

 L
A

N
G

U
A

G
E

 ST
U

D
Y

 C
O

U
R

SE

︾（
以
下
︽
レ

コ
ー
ド
に
よ
る
日
本
語
の
学
習
︾
と
略
す
）
を
考
察
し
て
み
た
い
︒
こ
こ
で
考
察

す
る
音
声
も
︑
日
本
語
教
育
学
会
編
集
﹃
戦
前
戦
中
の
日
本
語
教
育
教
材
レ

コ
ー
ド
　
復
刻
版
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
レ
コ
ー
ド
の

作
者
ま
た
は
監
修
を
行
っ
た
人
物
︑
レ
コ
ー
ド
が
作
ら
れ
た
目
的
や
正
確
な
発

行
年
な
ど
︑
詳
細
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
だ
が
︑
レ
コ
ー
ド
番
号
か
ら
昭
和
四

年
（
一
九
二
九
年
）
～
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
年
）
の
間
に
発
行
さ
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
レ
コ
ー
ド
の
Ａ
面
︿
日
本
語
の
発
音
（
一
）Pronunciation E

xercise i. 

T
he Japanese V

ow
els

﹀
と
Ｂ
面
︿
日
本
語
の
発
音
（
二
）Pronunciation K

ey 

W
ord ii. T

he Japanese Syllabary

﹀
を
取
り
上
げ
︑
Ｓ
Ｊ
の
発
音
練
習
と
ど
の

よ
う
に
異
な
る
か
検
討
す
る
︒
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
朗
読
し
て
い
る
の
は
男
性
一

名
で
あ
る
︒

︻
収
録
内
容
：
5 （

33
）

︼

い
え
あ
お
う

い
ー
え
ー
あ
ー
あ
ー
え
ー
い
ー

い
ー
え
ー
あ
ー
え
ー
い
ー
あ
ー

お
ー
う
ー
う
ー
お
ー
あ
ー
あ
ー
お
ー
う
ー
お
ー
あ
ー

い
ー
え
ー
あ
ー
お
ー
う
ー

う
ー
お
ー
あ
ー
え
ー
い
ー

あ
い
う
え
お

か
き
く
け
こ

さ
し
す
せ
そ

た
ち
つ
て
と

な
に
ぬ
ね
の

は
ひ
ふ
へ
ほ

ま
み
む
め
も

や
い
ゆ
え
よ

ら
り
る
れ
ろ

わ
い
う
え
を

んが
ぎ
ぐ
げ
ご

が
ぎ
ぐ
げ
ご
（
鼻
濁
音
）

ざ
じ
ず
ぜ
ぞ

だ
ぢ
づ
で
ど

ば
び
ぶ
べ
ぼ

ぱ
ぴ
ぷ
ぺ
ぽ

め
　
み
み
　
は
な
　
く
ち
　
あ
た
ま
　
ゆ
び
　
て
　
う
で
　
い
え
　
と
　

ま
ど
　
か
ぎ
　
へ
や
　
ざ
し
き
　
か
べ
　
れ
ん
が
　
や
ね
　
け
む
り
　
い

す
　
つ
く
え
　
ほ
ん
　
え
の
ぐ
　
い
ろ
　
せ
ん
す
　
ぼ
う
し
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げ
た
　
ぞ
う
り
　
き
　
え
だ
　
は
　
は
な
　
ね
　
く
き
　
は
る
　
な
つ
　

あ
き
　
ふ
ゆ
　
と
り
　
い
ぬ
　
ね
こ
　
う
し
　
ぶ
た
　
に
わ
と
り
　
す
ず

め
　
や
ま
　
か
わ
　
も
り
　
は
し
　
み
ち
　
そ
ら
　
あ
さ
　

ひ
る
　
よ
る
　
ご
ぜ
ん
　
ご
ご
　
ち
ち
　
は
は
　
あ
に
　
あ
ね
　
お
と
う

と
　
い
も
う
と
　
お
じ
　
お
ば
　

（ 

コ
ロ
ム
ビ
ア33350
　
国
際
日
本
語
協
会
編
　 

Ａ︿
日
本
語
の
発
音（
一
）

Pronunciation E
xercise i. T

he Japanese V
ow

els

﹀︑ 

Ｂ
︿
日
本
語
の
発
音

（
二
）Pronunciation K

ey W
ords ii. T

he Japanese Syllabary

﹀）

　
こ
の
レ
コ
ー
ド
に
教
科
書
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
だ
が
︑
第

二
節
で
記
し
た
Ｓ
Ｊ
の
発
音
練
習
に
比
べ
る
と
︑
か
な
り
量
が
少
な
く
感
じ
ら

れ
る
︒
実
際
に
は
︑
Ｓ
Ｊ
のPronunciation Practice
が
七
分
半
︑︽
レ
コ
ー
ド

に
よ
る
日
本
語
の
学
習
︾
の
発
音
練
習
が
七
分
二
十
秒
で
あ
る
の
で
︑
時
間
的

な
差
は
全
く
な
い
︒

　「
あ
い
う
え
お
」
で
は
な
く
︑「
い
え
あ
お
う
」
か
ら
練
習
が
始
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
な
か
な
か
興
味
深
い
︒
こ
れ
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
音
声
学
者
ダ
ニ
エ

ル
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（D

aniel Jones, 1881 –1967

）
の
基
本
母
音
の
影
響
だ
ろ
う
か
︒

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
ハ
ロ
ル
ド
・
パ
ー
マ
ー
（H

arold E
dw

ard Palm
er, 1877 –1949

） 

と
か
つ
て
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
例
え
ば
︑

高
梨
（
一
九
六
三
：
一
〇
）
が
「
日
本
に
来
る
ま
で
のPalm

er

の
研
究
を
ふ
り

か
え
っ
て
み
よ
う
︒
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
奉
職
し
てJones

博
士
の
下
で
教
授
法
︑

音
声
学
︑Spoken E

nglish

の
研
究
に
従
事
し
た
七
年
間
（
三
十
八
～
四
十
五
才
）

が
か
れ
の
学
問
の
最
盛
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
︒

　
高
梨
（
一
九
六
三
：
三
二
）
は
︑
パ
ー
マ
ー
が
著
書A

 G
ram

m
ar of Spoken 

English

で
示
し
た
英
語
音
分
類
表
を
ま
と
め
直
し
て
い
る
︒
左
の
表
は
︑
そ
の

一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
見
る
と
パ
ー
マ
ー
が
記
し
た
母
音
も

や
は
り
「
い
え
あ
お
う
」
の
順
に
始
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

番号 音声記号 該当音を含む
例語 正書体

No.1 iː siː SEE

No.2 i giv GIVE

No.3 e ten TEN

No.4 æ bæk BACK

No.5 aː kaːm CALM

No.6 ɔ stɔp STOP

No.7 ɔː ɔːl ALL

No.8 u buk BOOK

No.9 uː tuː TOO

出典：高梨　1963：32。
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　︽
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
日
本
語
の
学
習
︾
が
作
ら
れ
た
経
緯
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
︑「
い
え
あ
お
う
」
に
始
ま
る
発
音
練
習
か
ら
︑
こ
の
当
時
の
日
本
語
教

育
に
ジ
ョ
ー
ン
ズ
︑
パ
ー
マ
ー
の
英
語
教
育
の
影
響
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
後
に
紹
介
す
る
﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
で
も
︑
上

巻
の
冒
頭
で
口
の
形
と
口
腔
断
面
図
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
「
イ
エ

ア
オ
ウ
」
の
順
に
並
ん
で
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
︒
こ
の
点

に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
が
︑
今
後
研
究
し
て
み
た
い
課

題
で
あ
る
︒

　︽
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
日
本
語
の
学
習
︾
の
発
音
練
習
は
︑「
い
え
あ
お
う
」
か

ら
始
ま
る
こ
と
を
除
い
て
は
︑
工
夫
が
感
じ
ら
れ
る
箇
所
は
少
な
い
︒
Ｓ
Ｊ
が

そ
れ
ぞ
れ
の
母
音
︑
子
音
︑
ま
た
特
殊
拍
や
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
細
か
く
分
類
し

た
発
音
練
習
を
準
備
し
た
こ
と
に
比
べ
る
と
︑︽
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
日
本
語
の

学
習
︾
は
語
の
並
び
に
脈
略
が
な
く
︑
ア
ク
セ
ン
ト
も
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
︒
実

際
に
収
録
音
声
を
聞
い
て
み
る
と
︑「
ご
ご
」
は
は
じ
め
の
「
ご
」
が
ガ
行
音
︑

二
つ
目
の
「
ご
」
が
鼻
濁
音
で
発
音
さ
れ
て
い
る
し
︑「
つ
く
え
」「
く
き
」
で

母
音
の
無
声
化
が
見
ら
れ
る
︒
何
の
説
明
も
な
く
こ
う
し
た
音
声
を
聞
か
さ
れ

た
学
習
者
は
混
乱
す
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
発
音
練
習
に
比
べ
る
と
︑
Ｓ
Ｊ
の
発

音
練
習
が
学
習
者
に
い
か
に
親
切
で
︑
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ

か
る
︒

　
次
に
︑
コ
ロ
ム
ビ
ア33646

︑33647

︑
文
部
省
内
日
本
語
教
育
振
興
会
監

修
︽
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
︾
を
考
察
す
る
︒
こ
の
レ
コ
ー
ド
は
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄

の
付
属
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
︒﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
は
上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら

な
る
初
級
用
日
本
語
教
科
書
で
︑「
始
め
て
日
本
語
を
学
ば
う
と
す
る
東
亜
の

人
々
が
話
言
葉
と
し
て
の
日
本
語
を
学
習
す
る
た
め
の
︙
︙
教
科
書
」（
長
谷

川
　
一
九
九
一
：
六
三
）
で
あ
る
︒
そ
の
レ
コ
ー
ド
は
︑「
一
九
四
二
年
六
月
に

は
『
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
』
の
レ
コ
ー
ド
が
文
部
省
関
係
者
な
ど
の
試
聴
を
経
て
完

成
し
た
」（
関
　
一
九
九
七
：
一
八
六
）
の
で
︑
Ｓ
Ｊ
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
レ
コ
ー

ド
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
Ｓ
Ｊ
は
︑
戦
時
中
の
ア
メ
リ
カ
が
︑
言
語
学
者
を

総
動
員
し
て
作
り
上
げ
た
日
本
語
教
科
書
で
あ
る
が
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
も

ま
た
︑
戦
時
中
の
日
本
政
府
が
威
信
を
か
け
て
作
り
上
げ
た
日
本
語
教
科
書
で

あ
る
︒﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
長
沼
直
兄
が
意
見
を
述
べ

た
と
言
わ
れ
て
い
る（

34
）

︒

　
レ
コ
ー
ド
の
収
録
内
容
は
︑
教
科
書
の
印
刷
内
容
を
そ
の
ま
ま
全
て
朗
読
し

た
形
式
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
の
下
巻
は
挿
絵
が
ふ
ん
だ

ん
に
使
わ
れ
た
四
十
四
ペ
ー
ジ
の
教
科
書
で
あ
る
︒
下
巻
の
レ
コ
ー
ド
は
（
下

一
）
～
（
下
四
）
の
両
面
二
枚
で
︑
全
体
の
収
録
時
間
は
約
十
一
分
半
で
あ
る
︒

発
音
練
習
な
ど
は
一
切
な
い
︒
以
下
は
そ
の
収
録
内
容
の
一
部
で
あ
る
︒
こ
こ

で
考
察
に
使
用
し
た
音
声
も
︑
日
本
語
教
育
学
会
編
集
﹃
戦
前
戦
中
の
日
本
語

教
育
教
材
レ
コ
ー
ド
　
復
刻
版
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
朗
読
し

て
い
る
の
は
︑
女
性
一
名
で
あ
る
︒
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︻
収
録
内
容
： 

6 （
35
）

︼

ト
ー
キ
ョ
ー
カ
ラ
　
ホ
ー
テ
ン
オ
　
ト
ー
ッ
テ
　
ペ
キ
ン
エ
　
イ
キ
マ
ス
︒

ペ
キ
ン
マ
デ
ノ
　
キ
シ
ャ
チ
ン
ワ
　
ク
ジ
ュ
ー
ニ
エ
ン
　
ハ
ッ
セ
ン
デ
ス
︒

モ
シ
　
フ
タ
リ
デ
　
イ
ケ
バ
　
イ
ク
ラ
　
カ
カ
ル
デ
シ
ョ
ー
カ

︹
中
略
︺

キ
シ
ャ
ガ
　
テ
ッ
キ
ョ
ー
オ
　
ト
ー
ッ
テ
イ
キ
マ
ス
︒

ゴ
ー
ゴ
ー
ト
　
オ
ト
オ
　
タ
テ
テ
　
ハ
シ
ッ
テ
イ
マ
ス
︒

コ
ド
モ
ガ
　
カ
ワ
ノ
　
キ
シ
デ
　「
バ
ン
ザ
イ
」　「
バ
ン
ザ
イ
」　
ト
　

イ
ッ
テ
イ
マ
ス
︒

︹
中
略
︺

ゴ
ブ
サ
タ
シ
マ
シ
タ
︒

ミ
ナ
サ
ン
　
オ
カ
ワ
リ
ワ
　
ア
リ
マ
セ
ン
カ
︒

チ
ョ
ー
カ
コ
ー（

36
）

ニ
　
イ
ル
　
オ
ジ
ガ
　
ワ
タ
ク
シ
ノ
　
ウ
チ
エ
　
マ
イ
リ

マ
ス
︒

オ
ヒ
マ
デ
シ
タ
ラ
　
ア
サ
ッ
テ
ノ
　
バ
ン
　
オ
イ
デ
ク
ダ
サ
イ
︒

モ
ー
コ
ノ
　
メ
ズ
ラ
シ
イ
　
ハ
ナ
シ
オ
　
キ
キ
マ
シ
ョ
ー
︒

ユ
ー
ガ
タ
ニ
　
ナ
リ
マ
シ
タ
︒

ニ
シ
ノ
　
ソ
ラ
ガ
　
マ
ッ
カ
デ
ス
︒

コ
ド
モ
ガ
　
ユ
ー
ヤ
ケ
ノ
　
ウ
タ
オ
　
ウ
タ
ッ
テ
イ
マ
ス
︒

「
ユ
ー
ヤ
ケ
　
コ
ヤ
ケ
デ
　
ヒ
ガ
　
ク
レ
テ
︑
ヤ
マ
ノ
　
オ
テ
ラ
ノ
　
カ

ネ
ガ
　
ナ
ル
︒

オ
テ
テ
　
ツ
ナ
イ
デ
　
ミ
ナ
　
カ
エ
ロ
ー
︒
カ
ラ
ス
ト
　
イ
ッ
シ
ョ
ニ
　

カ
エ
リ
マ
シ
ョ
ー
︒」

（
コ
ロ  

ム
ビ
ア33646

　
文
部
省
内
日
本
語
教
育
振
興
会
監
修
　
Ａ
︿
ハ
ナ
シ
コ

ト
バ
（
下
一
）﹀︑
Ｂ
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
二
）﹀︒
コ
ロ
ム
ビ
ア33647

　

Ａ
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
三
）﹀︑　
Ｂ
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
四
）﹀）

　
こ
の
レ
コ
ー
ド
は
︑
文
と
文
の
間
の
間
隔
が
一
秒
～
二
秒
と
非
常
に
短
い
︒

例
え
ば
「
ト
ー
キ
ョ
ー
カ
ラ
　
ホ
ー
テ
ン
オ
　
ト
ー
ッ
テ
　
ペ
キ
ン
エ
　
イ
キ

マ
ス
」
と
い
う
文
が
読
ま
れ
た
後
︑
わ
ず
か
二
秒
で
次
の
文
「
ペ
キ
ン
マ
デ
ノ

キ
シ
ャ
チ
ン
ワ
　
ク
ジ
ュ
ー
ニ
エ
ン
　
ハ
ッ
セ
ン
デ
ス
」
が
始
ま
り
︑
ま
た
そ

の
二
秒
後
に
「
モ
シ
　
フ
タ
リ
デ
　
イ
ケ
バ
　
イ
ク
ラ
　
カ
カ
ル
デ
シ
ョ
ー

カ
」
が
読
ま
れ
る
︒
こ
れ
で
は
︑
レ
コ
ー
ド
を
聞
い
た
学
習
者
が
︑
後
に
つ
い

て
発
音
練
習
し
よ
う
と
し
て
も
︑「
ト
ー
キ
ョ
ー
カ
ラ
」
ま
で
言
っ
た
と
こ
ろ

で
︑
も
う
次
の
文
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
︒
同
様
に
︑「
チ
ョ
ー
カ
コ
ー
ニ
　
イ

ル
　
オ
ジ
ガ
　
ワ
タ
ク
シ
ノ
　
ウ
チ
エ
　
マ
イ
リ
マ
ス
」
の
後
︑
わ
ず
か
一
秒

後
に
「
オ
ヒ
マ
デ
シ
タ
ラ
　
ア
サ
ッ
テ
ノ
　
バ
ン
　
オ
イ
デ
ク
ダ
サ
イ
」
が
始

ま
る
︒
夕
焼
け
小
焼
け
の
歌
の
部
分
に
関
し
て
は
︑
も
は
や
ポ
ー
ズ
は
全
く
な

い
︒
よ
ほ
ど
上
級
学
習
者
で
な
け
れ
ば
︑
後
に
つ
い
て
発
音
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
︒
レ
コ
ー
ド
ゆ
え
少
し
戻
し
て
ま
た
聞
く
と
い
う
作
業
は
も
ち

ろ
ん
簡
単
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　
Ｓ
Ｊ
が
︑
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
発
音
を
真
似
す
る
だ
け
の
ポ
ー
ズ
を
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確
保
し
た
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
は
既
に
何
度
も
述
べ
て
き
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑

一
文
が
か
な
り
長
く
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
︒
そ
の
確
認
の
た
め
︑U

nit 10

のSection A
の
収
録
内
容
を
見
て
お
き
た
い
（
収
録
内
容
：
７
）︒

　
次
頁
の
収
録
部
分
で
は
︑
“Watakusi w

a m
áda anáta no otóosa n̄ ya okáasa n̄ 

ni, átta koto ga arim
asé n̄

”
の
後
に
五
秒
間
の
ポ
ー
ズ
が
あ
る
︒
同
様
に
“Issyo 

ni utí e turete itte, syookai-site kudasai

”
の
後
に
も
四
秒
半
の
ポ
ー
ズ
が
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
学
習
者
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
発
音
を
聞
い
た
後
︑
十

分
に
繰
り
返
し
て
発
音
練
習
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
に
は
︑﹃
日
本
語
教
科
用
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
學

習
指
導
書
﹄（
以
下
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
學
習
指
導
書
﹄
と
略
記
）
が
あ
る
︒
こ
れ

は
︑
長
沼
直
兄
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る（

37
）

︒﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
は
問
答
法
を

中
心
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
︻
収
録
内
容
：
6
︼
で
取
り
上
げ
た

「
ト
ー
キ
ョ
ー
カ
ラ
　
ホ
ー
テ
ン
オ
　
ト
ー
ッ
テ
　
ペ
キ
ン
エ
　
イ
キ
マ
ス
︒

︙
︙
モ
シ
　
フ
タ
リ
デ
　
イ
ケ
バ
　
イ
ク
ラ
　
カ
カ
ル
デ
シ
ョ
ー
カ
」
の
部
分

で
は
︑
次
の
よ
う
な
教
室
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
學

習
指
導
書
﹄
か
ら
わ
か
る
︒

○（
38
）  

と
う
き
ゃ
う
か
ら
　
ほ
う
て
ん
ま
で
　
な
に
に
　
の
っ
て
い
き
ま
す
か
︒

（
地
圖
を
指
し
な
が
ら
）

△  

き
し
ゃ
に
　
の
っ
て
い
き
ま
す
（
一
人
々
々
に
）

○  

ほ
う
て
ん
か
ら
　
ぺ
き
ん
ま
で
　
な
に
に
　
の
っ
て
い
き
ま
す
か
︒（
地

圖
を
指
し
な
が
ら
）

△  

き
し
ゃ
に
　
の
っ
て
い
き
ま
す
（
一
人
々
々
に
）

○
こ
れ
は
　
な
ん
で
す
か
︒（
汽
車
の
切
符
を
掲
げ
示
し
て
）

△
き
っ
ぷ
で
す
︒（
指
導
者
も
和
し
て
一
齊
に
︑
ま
た
一
人
一
人
に
）

○
き
っ
ぷ
︒（
繰
返
す
︒）

△
き
っ
ぷ
︒（
一
人
々
々
に
）

○  

こ
れ
は
　
ど
こ
か
ら
　
ど
こ
ま
で
の
　
き
っ
ぷ
で
す
か
︒（
切
符
を
示

し
︑
ま
た
は
切
符
を
圖
示
し
て
）

△  

と
う
き
ゃ
う
か
ら
　
ぺ
き
ん
ま
で
の
　
き
っ
ぷ
で
す
︒（
一
人
々
々
に
）

○  

き
し
ゃ
ち
ん
︒（
と
繰
返
し
て
い
ひ
な
が
ら
︑
切
符
を
示
し
︑
ま
た
財
布
を

示
し
て
︑
そ
の
意
を
明
ら
か
に
す
る
︒）

　  

き
し
ゃ
ち
ん
は
　
い
く
ら
で
す
か
︒（
圖
示
し
た
き
っ
ぷ
の
金
額
の
符
號

を
指
し
て
）

○
△
ク
ジ
ュ
ー
ニ
エ
ン
　
ハ
ッ
セ
ン
︒（
繰
返
す
）

○  

拾
圓
紙
幣
と
し
て
紙
幣
大
の
紙
九
枚
を
數
へ
さ
せ
て
ク
ジ
ュ
ー
　
エ
ン

と
板
書
し
︑
壹
圓
紙
幣
と
し
て
紙
幣
大
の
紙
を
二
枚
數
へ
さ
せ
て
二
を

書
加
へ
（
ま
た
は
壹
圓
紙
幣
と
し
て
紙
幣
大
の
紙
を
九
十
二
枚
數
へ
さ
せ
）︑

な
ほ
壹
銭
銅
貨
八
枚
を
數
へ
さ
せ
て
ハ
ッ
セ
ン
と
書
き
足
す
︒

　
ク
ジ
ュ
ー
ニ
エ
ン
　
ハ
ッ
セ
ン
︒（
繰
返
す
）

△
ク
ジ
ュ
ー
ニ
エ
ン
　
ハ
ッ
セ
ン
︒（
一
人
々
々
に
）

○
く
じ
ふ
に
ゑ
ん
　
は
っ
せ
ん
︒
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【収録内容：7】
Unit 10 Section A Basic Sentences

男性 A Still or yet

男性 B máda

（くり返し） máda

男性 A father

男性 B otóosan̄

（くり返し） otóosan̄

男性 A mother

男性 B okáasan̄

（くり返し） okáasan̄

男性 A father and mother

男性 B otóosan̄ ya okáasan̄

（くり返し） otóosan̄ ya okáasan̄

男性 A I haven’t met your father and mother yet.

男性 B Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.

（５秒のポーズ）

（くり返し） Watakusi wa máda anáta no otóosan̄ ya okáasan̄ ni, átta koto ga arimasén̄.

（５秒のポーズ）

男性 A together

男性 B issyo ni

（くり返し） issyo ni

男性 A take along

男性 B tureru

（くり返し） tureru

男性 A introduce

男性 B syookai-suru

（くり返し） syookai-suru

男性 A Please take me home with you and introduce me.

男性 B Issyo ni uti e turete itte, syookai-site kudasai.

（４秒半のポーズ）

（くり返し） Issyo ni uti e turete itte, syookai-site kudasai.

（４秒半のポーズ）

注：  【収録内容：7】は筆者が書き起こしたものである。線より左側の男性 A、男性 B、（くり返し）という言葉そのもの
は収録されていない。表記は SJ 本文に合わせた。ただし、SJ 本文では utí e と書かれているが、レコードでは uti e

と発音されていることは、既に第三節で述べたとおりである。
出典：Bloch & Jorden 1972（カセットテープ、日文研所蔵）.
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た
く
さ
ん
で
す
ね
︒

　
そ
れ
は
　
な
ん
の
　
お
か
ね
で
す
か
︒

△
き
し
ゃ
ち
ん
で
す
︒（
一
人
々
々
に
）

○  

さ
う
で
す
︑
き
し
ゃ
ち
ん
で
す
︒（
と
い
ひ
な
が
ら
︑
さ
き
に
板
書
し
た

符
號
キ
シ
ャ
の
下
に
チ
ン
と
書
き
加
へ
る
︒）

　
キ
シ
ャ
チ
ン
︒（
繰
返
す
︒）

△
キ
シ
ャ
チ
ン
︒（
一
人
々
々
に
）

○  

こ
れ
は
　
ひ
と
り
の
　
き
し
ゃ
ち
ん
で
す
か
︑
ふ
た
り
の
　
き
し
ゃ
ち

ん
で
す
か
︒

△
（
そ
れ
は
）
ひ
と
り
の
　
き
し
ゃ
ち
ん
で
す
︒（
一
人
々
々
に
）

○
も
し
　
ふ
た
り
で
　
い
け
ば
　
い
く
ら
　
か
か
る
で
せ
う
か
︒

（
言
語
文
化
研
究
所
　
一
九
九
八
ｃ
：
四
九
～
五
三
︑
表
記
は
原
文
通
り
）

　﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
學
習
指
導
書
﹄
で
は
︑
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
何
も
書
か
れ

て
い
な
い
︒
学
習
指
導
書
の
通
り
の
教
室
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑

少
な
く
と
も
教
室
で
レ
コ
ー
ド
は
必
要
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ

の
時
代
︑
学
習
者
が
自
宅
で
レ
コ
ー
ド
を
聞
い
て
学
習
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

　
レ
コ
ー
ド
の
文
と
文
の
間
の
ポ
ー
ズ
が
非
常
に
短
い
こ
と
︑
教
室
で
は
問
答

法
を
中
心
と
し
た
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
︑﹃
ハ
ナ

シ
コ
ト
バ
﹄
の
レ
コ
ー
ド
は
︑
学
習
者
が
レ
コ
ー
ド
を
聞
い
て
発
音
を
繰
り
返

し
練
習
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
を
真
似
し
て
発
音
練
習
さ
せ
る
と
い
う
Ｓ
Ｊ
の

徹
底
し
た
方
針
は
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
に
は
な
い
︒﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
の
レ

コ
ー
ド
は
︑
明
確
で
具
体
的
な
使
用
目
的
が
な
く
︑
漠
然
と
︑
日
本
語
普
及
の

た
め
に
作
ら
れ
た
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
︒

　
河
路
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
︑﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
の
レ
コ
ー
ド
は
︑

結
果
的
に
学
習
者
で
は
な
く
︑
日
本
語
教
師
が
標
準
的
な
発
音
を
聞
く
た
め
に

役
立
っ
た
レ
コ
ー
ド
な
の
で
あ
る
︒

当
時
︑
普
及
す
べ
き
日
本
語
は
︑「
標
準
語
」
で
︑
模
範
的
な
発
音
︑
ア

ク
セ
ン
ト
を
最
初
か
ら
提
示
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
︒
日
本
語
教
員

養
成
研
修
に
お
い
て
も
「
発
音
」
の
実
習
は
︑
標
準
的
な
発
音
・
ア
ク
セ

ン
ト
の
訓
練
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
実
際
に
大
陸
に
赴
い
た
日

本
人
日
本
語
教
師
が
必
ず
し
も
標
準
的
な
発
音
・
ア
ク
セ
ン
ト
の
使
い
手

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒

五
枚
セ
ッ
ト
の
レ
コ
ー
ド
は
︑
標
準
的
な
発
音
・
ア
ク
セ
ン
ト
の
模
範
を

示
す
た
め
に
作
成
さ
れ
た
（
河
路
　
二
〇
一
一（

39
）

：
三
）︒

　
こ
こ
ま
で
︑
Ｓ
Ｊ
よ
り
前
に
日
本
国
内
で
作
ら
れ
た
主
要
な
日
本
語
教
育
レ

コ
ー
ド
を
概
観
し
て
き
た
︒
戦
前
戦
中
に
作
ら
れ
た
日
本
語
教
育
レ
コ
ー
ド
は
︑

戦
後
の
一
九
六
〇
年
代
の
頃
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
外
国
人
を
対
象
と
し
た
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日
本
語
教
育
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
戦
後
に
作
ら
れ
た

レ
コ
ー
ド
と
し
て
は
︑
水
谷
に
よ
れ
ば
︑
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

○  

“Naganum
a

ʼs Practical Japanese

”
長
沼
直
兄
　
発
行
＝
開
拓
社
　
昭

和
三
十
四
年
六
月
　
レ
コ
ー
ド
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
Ｌ
Ｐ
三
枚
︒
価
格

￥
二
︑ 

四
〇
〇

○  

“Practical Spoken Japanese

”「
実
用
日
本
語
会
話
︑
三
浦
順
二
︑ 

一
九
六
四
年
︑
三
省
堂
︑
価
格
￥
二
︑ 

〇
〇
〇
　
フ
ォ
ノ
シ
ー
ト
五

枚
（
録
音
時
間
四
時
間
四
十
分
）

○  

“Japanese on R
ecord

” by O
. V

accari
　
価
格
＝
￥
四
︑ 

〇
〇
〇
　
レ

コ
ー
ド
は
Ｌ
Ｐ
三
枚

○  

“Living Japanese, A
 C

om
plete Language

”, by E
. Shirota

　
価
格
＝

￥
四
︑ 

三
一
〇
　
レ
コ
ー
ド
Ｌ
Ｐ
四
枚

（
水
谷
　
一
九
七
三
：
七
二
～
七
三
）

　
以
上
︑
Ｓ
Ｊ
の
周
辺
に
位
置
付
け
ら
れ
る
︑
戦
前
・
戦
中
の
語
学
教
育
と
音

声
教
材
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
︒
昭
和
初
期
に
日
本
で
発
売
さ
れ
た
日
本
語

教
育
レ
コ
ー
ド
は
︑
ど
れ
も
学
習
者
が
日
本
語
習
得
を
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ

た
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
レ
コ
ー
ド
を
作

成
し
た
目
的
は
明
確
で
は
な
く
︑
ど
の
よ
う
に
レ
コ
ー
ド
を
使
っ
て
学
習
す
れ

ば
よ
い
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
︒
Ｓ
Ｊ
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の

発
音
を
聞
き
︑
繰
り
返
し
発
音
練
習
す
る
た
め
に
︑
文
と
文
の
間
に
ポ
ー
ズ
を

十
分
に
設
け
た
︒
し
か
し
﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄
の
レ
コ
ー
ド
は
︑
日
本
語
を

「
聞
く
」
こ
と
が
目
的
で
あ
り
︑
文
を
聞
い
た
後
す
ぐ
そ
の
発
音
を
真
似
し
て

練
習
す
る
た
め
に
は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
と
き
︑

Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
は
︑
外
国
人
を
対
象
と
し
た
日
本
語
教
育
の
先
駆
的
レ
コ
ー

ド
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
は
印
刷
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
の
音
読
で
は
あ
る
の
だ
が
︑
外
国
語
の
音
を
聞
い
て
︑
そ
れ
を

繰
り
返
し
発
音
し
て
練
習
す
る
と
い
う
︑
現
在
で
は
当
た
り
前
の
語
学
学
習
ス

タ
イ
ル
の
先
駆
け
的
存
在
な
の
で
あ
る
︒

　

六
　
お
わ
り
に

　
言
語
学
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
日
本
語
教
育
上
の
業
績
の
一
つ
に
Ｓ

Ｊ
が
あ
る
こ
と
は
︑
日
本
語
教
育
関
係
者
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
今

日
に
至
っ
て
い
る
︒
ま
し
て
付
属
レ
コ
ー
ド
の
存
在
は
︑
こ
れ
ま
で
全
く
日
の

目
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ
の
レ
コ
ー
ド
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
︑

ま
た
そ
の
過
程
で
羽
根
幹
三
と
い
う
日
系
人
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
が
︑
本
研
究
の
大
き
な
意
義
で
あ
る
︒

　
本
稿
で
の
考
察
を
踏
ま
え
︑
Ｓ
Ｊ
の
レ
コ
ー
ド
は
︑
外
国
人
を
対
象
と
し
た

日
本
語
教
育
の
先
駆
け
的
存
在
と
し
て
︑
日
本
語
教
育
史
の
中
に
記
述
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
ブ
ロ
ッ
ク
の
業
績
の
一
つ
と
し
て
︑
こ
の
レ
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コ
ー
ド
は
正
当
に
評
価
さ
れ
︑
研
究
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

本
稿
の
結
論
と
し
た
い
︒

　
結
局
︑
レ
コ
ー
ド
の
吹
き
込
み
を
行
っ
た
人
物
は
誰
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

Ｓ
Ｊ
の
著
者
と
し
て
︑
ブ
ロ
ッ
ク
︑
ジ
ョ
ー
デ
ン
︑
羽
根
幹
三
︑Toshio K

ono

の
名
前
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
︑
吹
き
込
み
を
行
っ
た
の
は
英
語

が
ブ
ロ
ッ
ク
︑
日
本
語
が
羽
根
幹
三
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
断
定
で
き
る
根
拠
は
残
念
な
が
ら
見
つ
か
っ
て
お
ら

ず
︑
一
番
大
き
な
謎
を
残
し
た
ま
ま
本
稿
を
終
え
る
︒

　
ミ
ラ
ー
（
一
九
六
九
：
xv
）
に
よ
れ
ば
︑「
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
ブ
ロ
ッ
ク
が
日

本
語
を
研
究
し
︑
教
え
る
の
を
手
伝
う
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
雇
う
に
至
っ
た

手
紙
が
︑
任
用
書
類
と
給
与
計
算
書
︑
移
民
当
局
者
に
対
す
る
嘆
願
書
な
ど
と

一
緒
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
を
見
れ
ば
︑
レ
コ
ー
ド
の
収
録
を

行
っ
た
人
物
が
特
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
︒

注（
1
）  

D
arian

（1972 : 84 –85

）
の
“an appreciation of literature and culture

”
を
筆
者
が
訳

し
た
︒

（
2
）  

ロ
イ
・
Ａ
・
ミ
ラ
ー
著
︑
林
栄
一
監
訳
（
一
九
六
九
）︑ 

xiii
頁
︒

（
3
）  

A
rm

ed E
dition

版
は
国
立
国
会
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
が
︑
付
属
レ
コ
ー
ド
は

収
蔵
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
4
）  

Listening In

は
︑
日
本
語
を
聞
く
練
習
問
題
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
表
記
は
原
文
通
り
︒

大
文
字
・
小
文
字
も
原
文
に
従
っ
た
︒

（
5
）  

元
盤
の
内
容
と
テ
ー
プ
の
内
容
を
比
較
し
て
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
れ
ば
よ
い
の

だ
が
︑
現
在
元
盤
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
︑
傍
証
を
示
す
こ
と
し
か
で
き

な
い
︒
そ
の
た
め
完
全
に
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
今
後
︑

元
盤
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
︑
完
全
に
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
検
証
し
た
い
︒

（
6
）  

T. E
. A

. M
.: T

he Evangelical A
lliance M

ission

（
略
称
「
チ
ー
ム
」）︒
一
九
四
九
年

中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
に
よ
り
中
国
伝
道
が
継
続
不
可
能
に
な
っ
た
た
め
︑
中
国
大

陸
を
去
り
︑
日
本
で
開
拓
伝
道
を
始
め
た
宣
教
師
団
（
こ
の
注
釈
も
山
下
　

一
九
九
五
： 

一
一
八
か
ら
の
引
用
）︒

（
7
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　A
 native speaker is the only good source of first-hand know

ledge of any language. 

O
nly a native speaker can tell you w

hether your pronunciation sounds norm
al, and 

w
hether the sentences you use in your Japanese conversations are actually Japanese.

 

　T
he m

ethod used in this M
anual requires the presence of a native speaker of 

Japanese at every session of the group. If no native speaker is available, you can use 

instead the phonograph records that are supplied w
ith the M

anual. Even if you have a 

native speaker at hand, you can still m
ake good use of the phonograph records for 

extra drill and for review
. T

he records can

ʼt answ
er questions, but they can give you 

the sam
e w

ord or sentence over and over again in exactly the sam
e w

ay

（B
loch &

 

Jorden 1945 c: iv

）.

（
8
）  

こ
の
冊
子
に
は
ペ
ー
ジ
数
が
な
い
︒
引
用
部
は
“Do the records give m

e a chance to 

talk ?

”
の
章
か
ら
引
用
し
た
︒
原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　A
 un

ique feature: A
 H

olt SP
O

K
E

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 recordin

g gives you
 th

e 

opportunity to speak and repeat the w
ords of the native w

hile the record is playing. 

You don
ʼt have to stop the record to talk, or w

ait until the w
hole record has been 

played. You start talking at once, at the beginning of the very first record, and im
itate 

the native teacher tw
ice after each w

ord of phrase

（A
 M

anual and K
ey

よ
り
引
用
）.

（
9
）  

T
he native speaker is referred to in this M

anual as G
U

ID
E

（B
loch &

 Jorden 
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1945 c: iv

）.

（
拙
訳
：
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
こ
と
を
︑
こ
の
教
科
書
で
は
ガ
イ
ド

と
呼
ぶ
）︒

（
10
）  

T
he M

anual has been so organized that you can use it either by yourself or in a 

group. If you w
ork in a group and have no regular teacher, choose one m

em
ber of the 

group to act as LE
A

D
E

R

（B
loch &

 Jorden 1945 c: iii–iv

）.

（
拙
訳
：
こ
の
教
科
書
は
︑

独
学
用
と
し
て
も
︑
グ
ル
ー
プ
学
習
用
と
し
て
も
使
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
︒
も

し
あ
な
た
が
グ
ル
ー
プ
で
活
動
し
︑
決
ま
っ
た
先
生
が
い
な
い
な
ら
︑
グ
ル
ー
プ
の
う

ち
一
人
を
選
び
︑
リ
ー
ダ
ー
と
し
な
さ
い
）︒

（
11
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　If you have a G
uide, here is w

hat you should do in studying the B
asic Sentences: 

 

　1 . T
he Leader reads the first E

nglish w
ord or phrase.

 

　2 . T
he G

uide speaks the Japanese

 

　3 . T
he w

hole group repeats w
hat the G

uide has said.

 

　4 . T
he G

uide speaks the Japanese again.

 

　5 . T
he w

hole group repeats it again.

 

　Proceed in this w
ay through the w

hole list of B
asic Sentences, w

ith the L
eader 

giving the E
nglish equivalent first, the G

uide speaking the Japanese tw
ice, and the 

group as a w
hole repeating it after him

 each tim
e.

 

　If you are using the phonograph records, they w
ill give you steps 1 , 2 , and 4 . T

here 

is a pause in the record after each Japanese w
ord or sentence, so that the group can 

repeat it

（B
loch &

 Jorden 1945 c: 1

）.

（
12
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　T
he G

uide or the speaker on the phonograph records w
ill read them

 to you, w
ith a 

pause after every sentence to give you tim
e to repeat it after him

. Speak up loud and 

clear, and im
itate the G

uide

ʼs pronunciation as closely as you can.

 

　T
he first tim

e through, keep your book closed an
d see how

 m
uch you can 

understand through the ear alone. T
he second tim

e through, open your book and 

follow
 the printed version w

ith your eye as you listen

（B
loch &

 Jorden 1945 c: 22

）.

（
13
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　T
he Leader w

ill choose one m
em

ber of the group to read the follow
ing section out 

loud, and the G
uide or the speaker on the phonograph records w

ill give you the 

Japanese w
ords in the Practices. A

fter each w
ord that you hear from

 the G
uide, repeat 

it after him
 in unison. Im

itate his pronunciation as exactly as you can, w
ith special 

attention to the sound that is being discussed. G
o through each practice as often as 

you need to in order to get the pronunciation right. If you have a G
uide, he w

ill tell 

you w
hether your im

itation of the Japanese satisfies him
; if it doesn

ʼt, he w
ill keep on 

saying the w
ord over and over until you get it right. If you are using the phonograph 

records, the w
hole group should judge the quality of each m

an

ʼs pronunciation, and 

should keep on playing the Practice over and over until every m
an

ʼs im
itation sounds 

like an echo. O
n the phonograph records, the speaker w

ill pronounce each Japanese 

w
ord only once, w

ith a pause after it long enough to let you repeat it after him
 at the 

sam
e rate of speed. T

he E
nglish equivalents are printed in this book but are not given 

on the phonograph records

（B
loch &

 Jorden 1945 c: 14

）.

（
14
）  

録
音
・
再
生
機
器
の
精
度
に
つ
い
て
は
︑
以
下
に
倉
田
か
ら
引
用
す
る
︒
こ
の
引
用

部
は
倉
田
曰
く
︑﹃
理
学
協
会
雑
誌
﹄
第
四
十
四
巻
（
明
治
二
十
年
十
二
月
十
五
日
発
兌
）

の
「
ヱ
ヂ
ソ
ン
氏
新
発
明
蓄ホ
ノ
グ
ラ
フ

声
器
」
を
林
静
介
（
理
学
協
会
書
記
）
が
訳
し
た
も
の
で

あ
る
︒

　 

　
通
常
自
然
ノ
声
ニ
テ
通
常
ノ
速
度
ヲ
以
テ
之
ニ
向
ッ
テ
談
話
シ
︑
談
ジ
終
レ
バ
シ
ー

ト
即
チ
ホ
ノ
グ
ラ
ム
ヲ
特
別
ニ
造
ラ
レ
タ
ル
小
箱
ノ
内
ニ
入
レ
︑
之
ヲ
先
方
ニ
送
ル
事

ナ
リ
︒
扨
テ
︑
之
ヲ
受
取
リ
タ
ル
先
方
ノ
人
ハ
︑
直
チ
ニ
其
ノ
所
持
ノ
同
器
ニ
置
ケ
バ
︑

談
話
次
第
ニ
発
出
シ
︑
恰
カ
モ
発
信
人
ト
対
語
ス
ル
ト
異
ナ
ル
事
ナ
ク
︑
其
ノ
分
明
爽

快
ナ
ル
︑
現
時
存
在
ス
ル
電
話
器
中
ノ
最
良
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
︑
之
ニ
優
サ
ル

事
能
ハ
ズ
︒
且
ツ
最
モ
驚
ク
可
キ
ハ
︑
音
声
ノ
調
子
ガ
両
器
ニ
於
テ
毫
モ
変
異
セ
ザ
ル

事
ニ
シ
テ
︑
発
信
処
ニ
於
テ
二
十
人
ノ
人
々
ガ
互
ニ
立
替
ハ
リ
テ
話
シ
タ
ル
其
ノ
声
ハ
︑
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受
信
処
ニ
於
テ
正
サ
シ
ク
同
ジ
調
子
ヲ
以
テ
順
次
ニ
顕
ハ
レ
出
ヅ
ル
事
是
ナ
リ
︒

　 

　
又
タ
一
度
話
シ
置
キ
タ
ル
モ
ノ
ハ
︑
幾
年
ニ
テ
モ
之
ヲ
貯
ヘ
置
キ
︑
一
モ
変
ズ
ル
事

ナ
キ
︑
其
ノ
上
ニ
此
ノ
器
ヲ
作
ク
ル
ノ
費
用
モ
︑
通
常
ノ
書
状
紙
ヲ
製
ス
ル
ノ
費
用
ニ

超
過
セ
ズ
シ
テ
︑
受
信
処
ニ
於
テ
発
ス
ル
声
ノ
速
度
モ
︑
始
メ
発
信
処
ニ
於
テ
セ
シ
モ

ノ
ニ
異
ナ
ラ
ズ
（
倉
田
　
一
九
七
九
：
二
〇
～
二
一
）︒

　 

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
の
レ
コ
ー
ド
録
音
技
術
は
︑
明
治
二
十
年
の
段
階
で
既

に
︑
録
音
し
た
場
所
で
の
声
の
速
度
と
レ
コ
ー
ド
を
再
生
し
た
際
に
流
れ
る
声
の
速
度

が
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
科
学
的
に
測
定
し
た
の
か
ど
う
か

は
不
確
か
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
が
仮
に
事
実
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
ま
だ
な
お
Ｓ
Ｊ
が
レ

コ
ー
ド
か
ら
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
移
し
替
え
ら
れ
た
際
に
︑
録
音
機
器
の
兼
ね
合
い
で

ス
ピ
ー
ド
が
遅
く
な
っ
た
な
ど
と
い
う
可
能
性
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

（
15
）  

こ
こ
で
の
測
定
は
︑V

ictor

のM
icro C

om
ponent M

D
 System

 U
X

-Z2

で
再
生
し
︑

ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
で
計
測
を
行
っ
た
︒

（
16
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　Every norm
al question in Japanese ends in ka; and any statem

ent can be turned into 

a question by adding ka at the end, w
ithout any other change

（B
loch &

 Jorden 

1945 c: 9

）.

（
17
）  

ジ
ョ
ー
デ
ン
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
拙
訳
は
︑Jorden

（1963 : xxxviii–xli
）

を
参
照
し
た
︒

（
18
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　Q
uestions w

ith ka end in rising intonation or in low
 intonation.

 

　A
ll sentences ending w

ith the question particle ka are questions; but not all 

questions end w
ith ka. For exam

ple, the phrase anata w
a 

ʻas for you

ʼ becom
es a 

question w
hen pronounced w

ith question intonation

（Jorden 1963 : 9 –10

）.

（
19
）  

こ
の
訳
は
︑
ロ
イ
・
Ａ
・
ミ
ラ
ー
著
︑
林
栄
一
監
訳
（
一
九
六
九
）﹃
ブ
ロ
ッ
ク
日
本

語
論
考
﹄
の
二
六
～
二
七
頁
の
訳
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
︒

（
20
）  

原
文
は
次
の
通
り
︒

 

　A
n utterance in Japanese ends w

ith one of four intonations.

 

　（
1
）  Falling, w

ith the last syllable low
er in pitch than the second-last. M

eaning: 

conclusive

（
ʻend of sentence

ʼ or the like

）. Sym
bol/./, e.g. Sóo desu ka. 

ʻIs 

that so?

ʼ

 

　（
2
）  R

ising, w
ith the last syllable considerably higher in pitch than the second-last. 

M
eaning: anim

ation or special interest. Sym
bol/?/, e.g. Sóo desu ka? 

ʻIs that 

[really] so?

（̓expressing interest or surprise

）

 

　（
3
）  H

igh-falling, w
ith a w

ide interval betw
een the highest pitch

（on the last 

accented syllable, or, if no syllable is accented, on the first syllable of the 

utterance

） and the low
est

（on the last syllable

）. M
eaning: lively em

otion. 

Sym
bol/!/, e.g. Sóo desu ka! 

ʻOh so that

ʼs it !

ʼ

 

　（
4
）  Level, w

ith the last syllable slightly higher after an unaccented syllable, low
er 

an
d

 sligh
tly risin

g after an
 accen

ted
 syllab

le. M
ean

in
g: su

sp
en

sive

（
ʻincom

pleteness

ʼ or the like

）. Sym
bol/.. /, e.g. Sóo desu ga.. 

ʻThat m
ay be 

so, but [still]...

（̓B
loch 1946 : 154 –155

）

（
21
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　Som
e speakers of Japanese pronounce this consonant like the 

ʻdz

ʼ in 

ʻadze

ʼ or the 

ʻds

ʼ 

in 

ʻbeds

ʼ. Follow
 your G

uides and say the sound in the w
ay that he says it; but if he 

pronounces z like 

ʻdz

ʼ, rem
em

ber that the sounds 

ʻdz

ʼ and 

ʻzʼ are interchangeable in 

Japanese, and that either one is correct w
herever the consonant z occurs before the 

vow
els a, e, o, and u

（B
loch &

 Jorden 1945 c: 66

）.
（
22
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 
　O

ne can learn to understand and to speak a language only by hearing and im
itating 

speakers of that language. T
hese speakers are called inform

ants

（B
loom

field 1942 : 2

）.

（
23
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

 

　T
he inform

ant is not a teacher and m
ust not be treated as such. A

s a rule, he w
ill 

never have studied the sounds, inflections, or constructions of his language. H
e cannot 
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m
ake correct theoretical statem

ents about his language; any attem
pts he m

ay m
ake in 

this direction w
ill turn out to be a sheer w

aste of tim
e. E

ven a trained linguist can 

furnish generalizations about a language only after m
uch careful w

ork. O
ne is often 

tem
pted to ask the inform

ant such questions as 

ʻHow
 do you produce that sound?

ʼ or 

ʻWhen do you use that verb form
?

ʼ or the like. Such questions m
erely em

barrass and 

confuse the inform
ant; he has not the training w

hich w
ould enable him

 to answ
er, and 

he w
ill only w

aste your tim
e by trying to patch up som

e sort of an explanation

（B
loom

field 1942 : 2

）.

（
24
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

　 

　In sum
, educated or 

ʻcultured
ʼ inform

ants are by no m
eans preferable and often 

inferior. T
he best inform

ant is one w
ho can be m

ade to talk freely and naturally over a 

w
ide range of vocabulary and at the sam

e tim
e can slow

 up his speech sufficiently for 

dictation. T
he w

orst inform
ant is one w

ho delivers theoretical discourses in E
nglish.

 
Treat the inform

ant courteously as an equal, but hold him
 to the task of speaking in 

his ow
n language and of dictating speeches for you to w

rite dow
n. E

ncourage him
 in 

narrative, rem
iniscence, and hum

or, provided he presents them
 in his ow

n language

（B
loom

field 1942 : 4

）.

（
25
）  

M
ikiso H

ane

の
漢
字
表
記
は
︑
国
立
国
会
図
書
館
典
拠
デ
ー
タ
検
索
・
提
供
サ
ー
ビ

ス
（W

eb N
D

L A
uthorities

）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

（
26
）  

ノ
ッ
ク
ス
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://departm

ent.knox.edu/new
s_events/2003 /

x6196 .htm
l

よ
り
引
用
︒
原
文
は
以
下
の
通
り
︒

　 

　H
ane w

as born in 1922  in H
ollister, C

alifornia, to Japanese im
m

igrant parents and 

lived there until the age of ten, w
hen his parents sent him

 to Japan, w
here he lived 

w
ith an uncle and attended school in H

iroshim
a.

 
H

ane returned to the U
nited States in 1940 , and follow

ing the outbreak of w
ar w

ith 

Japan in 1941 , he w
as interned by the U

nited States governm
ent in a cam

p in A
rizona 

from
 M

ay 1942  until O
ctober 1943 .

　 
A

fter 18  m
onths in the internm

ent cam
p, H

ane applied for a position teaching 

Japanese at a program
 operated by the U

. S. A
rm

y at Yale U
niversity. Follow

ing the 

w
ar he earned college degrees at Yale 

︱ a bachelor

ʼs degree in 1952 , a m
aster

ʼs degree 

in 1953 , and a doctoral degree in 1957  – paying his ow
n w

ay through college by 

teaching Japanese and setting type for an A
sian studies journal.

　 

︙H
ane taught a w

ide range of history courses at K
nox – including Japanese, C

hinese, 

Indian and R
ussian history, as w

ell as the W
estern civilization sequence –from

 1961  

until his retirem
ent in 1992

（K
nox C

ollege W
ebsite

）.

（
27
）  

こ
こ
に
挙
げ
た
業
績
は
︑
い
ず
れ
もK

nox C
ollege W

ebsite

に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
28
）  

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
29
）  

上
田
萬
年
「
標
準
語
に
就
き
て
」
が
一
八
九
五
年
に
発
表
さ
れ
て
お
り
︑
大
正
十
一

年
（
一
九
二
二
年
）
に
は
︑
既
に
標
準
語
と
い
う
概
念
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

原
文
通
り
引
用
し
た
︒
倉
田
と
桜
井
は
標
準
語
と
い
う
語
に
つ
い
て
定
義
を
示
し
て
お

ら
ず
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
で
こ
の
語
を
用
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒

（
30
）  

こ
の
レ
コ
ー
ド
の
収
録
内
容
が
︑
ど
こ
で
発
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
︑
講
演
で

あ
っ
た
の
か
︑
聴
衆
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

（
31
）  

︻
収
録
内
容
：
₄
︼
は
︑
筆
者
が
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
32
）  

こ
こ
で
い
う
東
京
と
は
︑﹃
Ｎ
Ｈ
Ｋ
日
本
語
発
音
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
﹄
に
収
録
の
金
田

一
春
彦
「
共
通
語
の
発
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
」
が
使
用
す
る
東
京
と
同
じ
意
味
で
用
い
た
︒

な
お
補
足
だ
が
︑
ブ
ロ
ッ
ク
自
身
︑
Ｓ
Ｊ
で
取
り
扱
う
日
本
語
を
“the speech of 

educated persons in Tokyo

”（
拙
訳: 

東
京
の
教
養
あ
る
人
々
の
話
し
言
葉
）（B

loch &
 

Jorden 1945 a: iii

）
と
述
べ
て
い
る
︒

（
33
）  

︻
収
録
内
容
：
5
︼
は
︑
筆
者
が
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
34
）  
河
路
（
二
〇
一
一
：
二
）
や
山
下
（
一
九
九
八
：
八
～
一
〇
）
に
そ
う
記
載
さ
れ
て

い
る
︒

（
35
）  

︻
収
録
内
容
：
6
︼
は
︑
筆
者
が
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒
表
記
は
﹃
ハ
ナ
シ
コ

ト
バ
﹄（
下
）
の
本
文
に
合
わ
せ
た
︒
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（
36
）  
チ
ョ
ー
カ
コ
ー
：
張
家
口
（
中
国
の
地
名
）︒

（
37
）  
河
路
（
二
〇
一
一
：
二
～
三
）︑
山
下
（
一
九
九
八
：
九
）
を
参
照
︒

（
38
）  

○
は
指
導
者
︑
△
は
學
習
者
で
あ
る
（
原
文
表
記
の
ま
ま
）︒

（
39
）  

http://w
w

w
.tufs.ac.jp/blog/is/g/new

s/tenji_booklet_23 .pdf

で
︑
二
〇
一
五
年
五
月

現
在
閲
覧
で
き
る
︒
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荒
井
正
道
（
一
九
七
三
）「
語
学
の
レ
コ
ー
ド
・
テ
ー
プ
　
ス
ペ
イ
ン
語
編
」﹃
言
語
生
活
﹄

№ 

261
︑
一
九
七
三
年
六
月
号
︑
筑
摩
書
房
︑
五
七
頁
︒

池
田
菜
採
子
（
二
〇
一
四
）「B

ernard B
loch

のSpoken Japanese

に
関
す
る
研
究
︱
︱
そ
の

成
立
の
時
代
的
背
景
」﹃
金
城
学
院
大
学
論
集
﹄
二
〇
一
四
年
九
月
号
︒

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
編
（
一
九
九
八
）﹃
Ｎ
Ｈ
Ｋ
日
本
語
発
音
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典
　
新
版
﹄

日
本
放
送
出
版
協
会
︑
七
七
頁
︑
付
録
九
〇
頁
︑
付
録
一
三
八
頁
︒

河
路
由
佳
（
二
〇
一
一
）「
展
示
資
料
概
説
」﹃
戦
前
・
戦
中
・
占
領
期
　
激
動
の
時
代
の
日

本
語
教
育
︱
︱
長
沼
直
兄
の
仕
事
を
中
心
に
﹄
東
京
外
国
語
大
学
附
属
図
書
館
第
十
二

回
特
別
展
示
︑
二
～
三
頁
（http://w

w
w

.tufs.ac.jp/blog/is/g/new
s/tenji_booklet_23 .pdf

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）︒

倉
田
喜
弘
（
一
九
七
九
）﹃
日
本
レ
コ
ー
ド
文
化
史
﹄
東
京
書
籍
︑
二
〇
～
二
一
頁
︑
二
七
三

頁
︒

言
語
文
化
研
究
所
（
一
九
九
八
ａ
）﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄（
上
）（
日
本
語
教
育
資
料
叢
書
　
復
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刻
シ
リ
ー
ズ
第
二
回
）
言
語
文
化
研
究
所
︑
二
～
三
頁
︒

言
語
文
化
研
究
所
（
一
九
九
八
ｂ
）﹃
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
﹄（
下
）（
日
本
語
教
育
資
料
叢
書
　
復

刻
シ
リ
ー
ズ
第
二
回
）
言
語
文
化
研
究
所
︑
六
頁
︑
一
六
頁
︑
二
九
～
三
二
頁
︒

言
語
文
化
研
究
所
（
一
九
九
八
ｃ
）﹃
日
本
語
教
科
用
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
學
習
指
導
書
﹄（
下
）（
日

本
語
教
育
資
料
叢
書
　
復
刻
シ
リ
ー
ズ
第
二
回
）
言
語
文
化
研
究
所
︑
四
九
～
五
三
頁
︒

コ
ロ
ム
ビ
ア
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
（
一
九
六
一
）﹃
コ
ロ
ム
ビ
ア
五
十
年
史
﹄
日
本
コ
ロ

ム
ビ
ア
︒

桜
井
隆
（
一
九
九
二
）「
日
本
語
教
育
レ
コ
ー
ド
略
史
　
並
び
に
日
本
語
教
育
学
会
・
国
立
国

語
研
究
所
所
蔵
日
本
語
教
育
レ
コ
ー
ド
目
録
」﹃
東
京
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
第

二
号
︑
東
京
大
学
︑
三
九
～
四
〇
頁
︒

佐
野
泰
彦
（
一
九
七
三
）「
語
学
の
レ
コ
ー
ド
・
テ
ー
プ
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
編
」﹃
言
語
生
活
﹄

№ 

264
︑
一
九
七
三
年
九
月
号
︑
筑
摩
書
房
︑
九
八
頁
︒

関
正
昭
（
一
九
九
七
）﹃
日
本
語
教
育
史
研
究
序
説
﹄
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
一
八
六

頁
︒

高
梨
健
吉
ほ
か
（
一
九
六
三
）﹃
不
死
鳥
英
文
法
ラ
イ
ブ
ラ
リ
第
三
巻
　
Ｈ
・
Ｅ
・
パ
ー
マ
ー
　

Ｊ
・
Ｈ
・
グ
ラ
タ
ン
︑
Ｐ
・
ガ
レ
ー
﹄
南
雲
堂
︑
一
〇
頁
︑
三
二
頁
︒

日
本
語
教
育
学
会
（
二
〇
〇
三
）﹃
戦
前
戦
中
の
日
本
語
教
育
教
材
レ
コ
ー
ド
　
復
刻
版
﹄
凡

人
社
︒

野
村
二
郎
（
一
九
七
三
）「
語
学
の
レ
コ
ー
ド
・
テ
ー
プ
　
フ
ラ
ン
ス
語
編
」﹃
言
語
生
活
﹄

№ 

258
︑
一
九
七
三
年
三
月
号
︑
筑
摩
書
房
︑ 

八
二
頁
︒

ハ
ー
バ
ー
ド
・
パ
ッ
シ
ン
著
︑
加
瀬
英
明
訳
（
一
九
八
一
）﹃
米
陸
軍
日
本
語
学
校
　
日
本
と

の
出
会
い
﹄
テ
ィ
ビ
ー
エ
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
︒

長
谷
川
恒
雄
（
一
九
九
一
）「
戦
前
日
本
国
内
の
日
本
語
教
育
」﹃
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教

育
15
　
日
本
語
教
育
の
歴
史
﹄
明
治
書
院
︑
六
三
頁
︒

水
谷
修
（
一
九
七
三
）「
語
学
の
レ
コ
ー
ド
・
テ
ー
プ
　
日
本
語
編
」﹃
言
語
生
活
﹄
№ 

256
︑

一
九
七
三
年
一
月
号
︑
筑
摩
書
房
︑
七
一
～
七
三
頁
︒

森
清
（
一
九
九
一
）「
戦
前
在
日
米
国
大
使
館
の
日
本
語
教
育
」﹃
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教

育
15
　
日
本
語
教
育
の
歴
史
﹄
明
治
書
院
︑
八
三
頁
︒

山
下
秀
雄
（
一
九
九
五
）「
現
代
日
本
語
教
育
の
源
流
を
た
ず
ね
て
（
ⅰ
）
︱
︱
教
科
書
・
教

授
法
の
関
係
︑
音
声
言
語
・
談
話
構
造
へ
の
着
目
な
ど
」﹃
日
本
語
教
育
研
究
﹄
第
三
十

巻
︑
言
語
文
化
研
究
所
︑
一
一
四
～
一
一
五
頁
︑
一
一
八
頁
︒

山
下
秀
雄
（
一
九
九
八
）「
現
代
日
本
語
教
育
の
源
流
を
た
ず
ね
て
﹇
続
編
﹈（
ⅲ
）
︱
︱
日

本
語
教
育
振
興
会
と
『
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
』
の
時
代
的
背
景
」﹃
日
本
語
教
育
研
究
﹄
第

三
十
六
巻
︑
言
語
文
化
研
究
所
︑
八
～
一
〇
頁
︒

ロ
イ
・
Ａ
・
ミ
ラ
ー
著
︑
林
栄
一
監
訳
（
一
九
六
九
）﹃
ブ
ロ
ッ
ク
日
本
語
論
考
﹄
研
究
社
︑ 

xi
頁
︑
xiii
頁
︑
xv
頁
︑
二
六
～
二
七
頁
︒

W
eb Site

K
nox C

ollege W
ebsite : http://departm

ent.knox.edu/new
s_events/2003/x6196.htm

l

音
声
資
料

B
loch, B

. &
 E

. H
. Jorden

（1972

）Spoken Japanese B
ook O

ne, Spoken Language Services

の
付
属
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）︒

E
. H

. Jorden

（1963

）B
eginning Japanese Part 1. N

ew
 H

aven and London: Yale U
niversity 

Press. 

の
付
属
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
︒

日
本
語
教
育
学
会
（
二
〇
〇
三
）﹃
戦
前
戦
中
の
日
本
語
教
育
教
材
レ
コ
ー
ド
　
復
刻
版
﹄
凡

人
社
︒

　
テ
ー
プ
1
　（

1
）
コ
ロ
ム
ビ
ア33000

　
神
保
格
︽
発
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
︾

 
　
　
　
　
　
　 

A
︿
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
言
葉
調
子
（
上
）﹀

 

　
　
　
　（

6
）  

コ
ロ
ム
ビ
ア33350

　
国
際
日
本
語
協
会
編
︽
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
日
本

語
の
学
習JA

PA
N

E
SE

 L
A

N
G

U
A

G
E

 ST
U

D
Y

 C
O

U
R

SE

︾

 

　
　
　
　
　
　 

A
︿ 

日
本
語
の
発
音
（
一
）Pronunciation E

xercise i. T
he Japanese 
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V
ow

els

﹀

 

　
　
　
　
　
　 

B
︿ 

日
本
語
の
発
音
（
二
）Pronunciation K

ey W
ords ii. T

he Japanese 

Syllabary

﹀

　
テ
ー
プ
2
　（
24
）
コ
ロ
ム
ビ
ア33646

　
文
部
省
内
日
本
語
教
育
振
興
会
監
修

 

　
　
　
　
　
　 

︽
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
︾

 

　
　
　
　
　
　 

A
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
一
）﹀

 

　
　
　
　
　
　 

B
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
二
）﹀

　
テ
ー
プ
3
　（
25
）
コ
ロ
ム
ビ
ア33647
　
文
部
省
内
日
本
語
教
育
振
興
会
監
修

 

　
　
　
　
　
　 

︽
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
︾

 

　
　
　
　
　
　 

A
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
三
）﹀

 

　
　
　
　
　
　 

B
︿
ハ
ナ
シ
コ
ト
バ
（
下
四
）﹀

名
古
屋
大
学
日
本
語
教
育
研
究
グ
ル
ー
プ
編
（
二
〇
〇
二
）A

 C
ourse In M

odern Japanese

［Revised Edition

］ Volum
e O

ne. 

名
古
屋
大
学
出
版
会
の
付
属
Ｃ
Ｄ

付
記

　
音
声
資
料
は
︑
レ
コ
ー
ド
タ
イ
ト
ル
を
︽
　
︾︑
Ａ
・
Ｂ
面
の
タ
イ
ト
ル
を
︿
　
﹀
で
示
し

た
︒
た
だ
し
具
体
的
な
タ
イ
ト
ル
が
な
い
︑
ま
た
は
不
明
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
単
に
付
属

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
・
Ｃ
Ｄ
と
記
し
た
︒

謝
辞

　
本
研
究
に
際
し
て
︑
特
別
共
同
利
用
研
究
員
と
し
て
の
受
け
入
れ
を
快
く
許
可
し
て
く
だ

さ
り
︑
終
始
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
頂
き
ま
し
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ジ
ョ
ン
・
ブ

リ
ー
ン
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
本
稿
を
ご
精
読
頂
き
建
設
的
な
ご
意
見
︑
ご

指
摘
を
頂
き
ま
し
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
者
の
皆
様
に
深
謝
致
し
ま
す
︒
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒


