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英
語
教
育
に
お
け
る
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果

小　

川　

隆　

夫

は
じ
め
に

日
本
の
義
務
教
育
下
に
お
け
る
英
語
教
育
の
顕
著
な
変
化
は
小
学
校
の
外
国
語
教
育
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
で
わ
か
る
こ
と
が
多
い
。

一
九
九
二
年
に
大
阪
市
の
二
つ
の
小
学
校
が
文
部
省
︵
当
時
︶
の
研
究
開
発
校
の
指
定
を
受
け
﹆﹁
国
際
理
解
教
育
の
一
環
と
し
て
の
英
語

教
育
の
研
究
﹂
を
ス
タ
ー
ト
し
﹆
一
九
九
六
年
に
は
各
都
道
府
県
一
校
が
研
究
指
定
校
に
な
っ
た
。
一
九
九
八
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
で

は
﹆
各
学
校
で
﹁
総
合
的
な
学
習
の
時
間
﹂
に
お
い
て
﹆
学
校
の
判
断
に
よ
っ
て
﹁
国
際
理
解
教
育
の
一
環
と
し
て
の
外
国
語
会
話
等
﹂
を

実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
﹆
二
〇
〇
八
年
告
示
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
り
﹆
五
・
六
年
生
で
週
一
時
間
の
外
国
語
活
動
が

新
設
さ
れ
必
修
化
さ
れ
た
。

続
い
て
二
〇
一
三
年
五
月
の
教
育
再
生
実
行
会
議
に
お
い
て
﹆﹁
小
学
校
の
英
語
学
習
の
抜
本
的
拡
充
﹆
実
施
学
年
の
早
期
化
﹆
教
科
化
﹆

指
導
時
間
増
﹂
な
ど
が
第
三
次
提
言
に
盛
り
込
ま
れ
﹆
同
年
十
二
月
に
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
英
語
教
育
改
革
実
施
計
画
が
公
表
さ

れ
﹆﹁
小
学
校
三
・
四
年
生
で
は
活
動
型
と
し
て
週
一
か
ら
二
時
間
﹆
五
・
六
年
生
で
は
教
科
型
で
週
三
時
間
程
度
実
施
﹂
と
提
案
さ
れ
た
。

や
が
て
﹆
文
部
科
学
省
は
二
〇
一
四
年
二
月
に
﹁
英
語
教
育
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
﹂
を
設
置
し
﹆
同
年
九
月
に
﹁
今
後
の
英
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語
教
育
の
改
善
・
充
実
方
策
に
つ
い
て　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
英
語
教
育
改
革
五
つ
の
提
言
﹂
と
し
て
議
論
を
ま
と
め
﹆
二
〇
一
五

年
八
月
の
論
点
整
理
を
経
て
﹆
二
〇
一
六
年
十
二
月
に
中
央
教
育
審
議
会
に
よ
り
次
期
学
習
指
導
要
領
﹁
答
申
﹂
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
﹆

二
〇
一
七
年
三
月
に
二
〇
二
〇
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
小
学
校
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
三
十
年
間
で
小

学
校
の
英
語
は
無
の
段
階
か
ら
﹆
中
学
年
で
外
国
語
活
動
と
し
て
週
一
単
位
時
間
数
﹆
高
学
年
で
は
教
科
と
し
て
週
二
単
位
時
間
数
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
﹆
二
〇
一
七
年
の
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
る
ま
で
﹁
聞
く
﹂﹁
話
す
﹂
が
中
心
で
あ
っ
た
外
国
語
活
動
が
﹆
中

学
年
で
は
﹁
聞
く
こ
と
﹂﹁
話
す
こ
と
︹
や
り
取
り
︺﹂﹁
話
す
こ
と
︹
発
表
︺﹂。
の
三
領
域
。
高
学
年
で
は
こ
れ
ら
に
﹁
読
む
こ
と
﹂﹁
書
く

こ
と
﹂
が
加
わ
り
五
領
域
に
な
っ
た
（
1
（

。

中
学
校
に
お
い
て
は
二
〇
〇
八
年
三
月
告
示
﹆
二
〇
一
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
よ
り
﹆
各
学
年
の
授
業
時
間
が
週
三
時

間
か
ら
週
四
時
間
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
国
語
や
数
学
な
ど
と
比
べ
て
も
総
時
間
数
が
教
科
の
中
で
一
番
多
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
文
部
科

学
省
が
い
か
に
外
国
語
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
二
〇
一
七
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
（
2
（

で
は
外
国
語
科
の
目
標
に
﹁
外
国
語

に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
﹆
外
国
語
に
よ
る
聞
く
こ
と
﹆
読
む
こ
と
﹆
話
す
こ
と
﹆
書
く
こ
と
の

言
語
活
動
を
通
し
て
﹆
簡
単
な
情
報
や
考
え
な
ど
を
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
伝
え
合
っ
た
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
資
質
・

能
力
を
次
の
通
り
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
﹂
と
あ
る
。
ま
さ
に
現
代
に
ふ
さ
わ
し
く
﹆
情
報
や
考
え
な
ど
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
加

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
多
様
な
通
信
機
器
を
介
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
と
も

な
っ
て
﹆
英
語
は
必
要
不
可
欠
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
﹁
世
界
共
通
語
﹂
と
し
て
の
英
語
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
﹆
母
語
の
重
要
性
も

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
﹆
母
語
と
第
二
言
語
の
間
に
は
双
方
向
の
影
響
が
あ
る
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
研

究
者 Jam

es C
um

m
ins 

に
よ
る
二
言
語
相
互
依
存
説
で
あ
る
。
母
語
と
第
二
言
語
は
基
底
の
と
こ
ろ
で
共
通
し
て
お
り
﹆
相
互
依
存
し
な

が
ら
発
達
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（
3
（

。
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159 英語教育におけるシャドーイングの効果

近
年
﹆
日
本
に
お
け
る
外
国
語
習
得
研
究
は
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
﹆
そ
の
一
つ
と
し
て
望
月
道
子
は
﹆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

を
習
得
す
る
た
め
の
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果
に
つ
い
て
検
証
し
﹆
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

﹁
話
す
﹂
技
能
の
学
習
過
程
で
自
然
に
リ
ス
ニ
ン
グ
能
力
は
習
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
﹆﹁
話
す
﹂
こ
と
に
重
点
が

置
か
れ
て
リ
ス
ニ
ン
グ
は
付
随
的
な
二
次
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
と

い
う
の
は
本
来
同
時
通
訳
養
成
の
訓
練
で
採
用
さ
れ
た
基
礎
訓
練
法
の
一
つ
で
あ
る
が
﹆
実
践
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
を
習
得
す
る
と
い
う
必
要
性
に
後
押
し
さ
れ
て
こ
の
通
訳
訓
練
技
法
を
外
国
語
教
育
に
導
入
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
そ
の
効
果
も
徐
々
に
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
発
音
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
て
目
標
言
語

ら
し
さ
に
富
ん
だ
実
際
的
な
運
用
能
力
を
育
成
し
た
い
と
い
う
要
請
に
端
を
発
し
て
い
る
（
4
（

。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果
に
つ
い
て
様
々
な
先
行
研
究
を
整
理
し
﹆
再
考
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
﹆
そ
の
中
で
第

二
言
語
習
得
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
﹆
現
在
の
日
本
の
英
語
教
育
と
も
関
連
さ
せ
考
察
し
た
。
構
成
は
ま
ず
第
一
章
で
は
シ
ャ
ド
ー
イ

ン
グ
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
が
近
年
注
目
さ
れ
る
理
由
や
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
歴
史
な
ど
を
ま
と
め
る
。
第
二
章
で
は

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
時
の
認
知
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
先
行
す
る
実
験
か
ら
共
通
点
﹆
相
違
点
を
ま
と
め
る
。
第
四
章
で
は
前
三

章
を
踏
ま
え
﹆
ま
と
め
と
し
て
こ
れ
か
ら
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
を
述
べ
る
。
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第
一
章　

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
︵Shadow

ing

︶

1
．
1
．
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ

1
．
1
．
1
．
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
定
義
と
種
類

Shadow
ing

に
は
﹁
尾
行
す
る
﹂﹁
影
武
者
の
よ
う
に
つ
い
て
い
く
﹂
と
い
う
意
味
が
あ
る
。S. Lam

bert 

は

A
 paced auditory tracking task w

hich involves the im
m

ediate vocalization of auditorily presented stim
uli, i.e. 

w
ord for w

ord repetition in the sam
e language, parrot-style, of a m

essage presented through headphone

（
5
（s.　

と
定
義
し
た
。
こ
れ
に
対
し
玉
井
健
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
機
械
的
な
繰
り
返
し
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る

と
指
摘
し
﹆

人
間
は
機
械
に
な
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
で
あ
れ
ば
入
っ
た
も
の
を
録
音
し
て
そ
の
ま
ま
再

生
が
で
き
ま
す
が
﹆
人
間
の
頭
で
機
械
的
な
繰
り
返
し
を
行
う
と
き
に
﹆
一
体
わ
れ
わ
れ
は
機
械
と
し
て
処
理
し
て
繰
り
返
す

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
繰
り
返
し
の
背
景
に
は
き
わ
め
て
高
度
な
レ
ベ
ル
の
認
知
的
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
す
る
と
﹆
こ
れ
を
一
概
に parrot-style 

と
い
う
ふ
う
に
置
き
換
え
る
の
は
誤
解
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
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161 英語教育におけるシャドーイングの効果

危
険
で
は
な
い
か
﹆
重
要
な
部
分
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

と
述
べ
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

Shadow
ing is an act or a task of listening in w

hich the learner tracks the heard speech and repeats it as exactly 

as possible w
hile listening attentively to the in-com

ing inform
atio

（
6
（n.　

ま
た
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
関
し
て
は
﹆
聞
こ
え
て
き
た
音
声
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
す
練
習
方
法
で
﹆
一
文
が
終
わ
る
の
を
待
た
ず
に
す

ぐ
さ
ま
再
生
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
リ
ピ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
異
な
る
。
近
年
で
は
阿
栄
娜
ら
は
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
コ
ン
テ
ン
ツ
・
シ
ャ

ド
ー
イ
ン
グ
︵
意
味
理
解
に
焦
点
を
当
て
た
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
︶
と
プ
ロ
ソ
デ
ィ
ー
・
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
︵
音
声
面
に
焦
点
を
当
て
た
シ
ャ

ド
ー
イ
ン
グ
︶
に
分
け
ら
れ
﹆
プ
ロ
ソ
デ
ィ
ー
・
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
音
声
習
得
﹆
特
に
韻
律
部
分
の
練
習
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
（
7
（

。

詳
述
す
る
と
コ
ン
テ
ン
ツ
・
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
﹆
聴
く
ス
ピ
ー
チ
の
意
味
に
注
意
し
な
が
ら
繰
り
返
す
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
で
あ
り
﹆
注

意
を
意
味
の
把
握
に
置
く
の
で
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
を
し
な
が
ら
頭
で
は
意
味
を
し
っ
か
り
追
う
﹆
長
文
読
解
の
音
読
で
使
用
す
る
と
い
っ

た
よ
う
に
意
味
理
解
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
に
な
る
。
一
方
の
プ
ロ
ソ
デ
ィ
ー
・
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
復
唱
を
目
的
と
し
て
﹆
そ
の
プ
ロ
ソ

デ
ィ
ッ
ク
な
要
素
︵
ス
ト
レ
ス
﹆
高
さ
﹆
長
さ
﹆
速
さ
﹆
リ
ズ
ム
﹆
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹆
ポ
ー
ズ
︶
な
ど
の
音
声
的
な
特
徴
に
注
意
し
な

が
ら
﹆
正
確
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
﹆
正
確
な
音
の
把
握
に
力
点
が
あ
る
の
で
﹆
聞
い
た
後
﹆
意
味
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な

い
﹆
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
気
に
し
な
く
て
よ
い
。
ま
た
﹆
文
と
文
﹆
言
葉
と
言
葉
の
間
に
特
に
意
味
の
な
い
音
が
入
っ
て
も
そ
の
ま
ま

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
（
8
（

。
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1
．
1
．
2
．
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
歴
史

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
も
と
も
と
音
声
学
﹆
特
に
聴
覚
音
声
学
の
分
野
で
用
い
ら
れ
た
実
験
方
法
で
あ
る
。
日
本
で
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
が
通

訳
訓
練
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
七
〇
年
頃
で
あ
る
（
9
（

。
通
訳
に
は
逐
次
通
訳
と
同
時
通
訳
が
あ
り
﹆
特
に
同
時
通
訳
の
本
格
的
な
訓

練
に
入
る
前
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
門
田
修
平
は
﹆

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
﹆
何
も
聴
覚
音
声
学
や
通
訳
訓
練
と
結
び
付
け
な
く
て
も
﹆
実
は
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
日
常
生
活
の
中
で
自

然
に
行
っ
て
い
る
行
為
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
誰
か
に
向
か
っ
て
話
す
わ
け
で
は
な
く
て
も
﹆
心
の
中
で
何
か
ぶ

つ
ぶ
つ
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
時
に
相
手
の
言
う
こ
と
を
小
声
で
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
繰
り
返
す

こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
﹆
最
近
の
携
帯
電
話
で
は
か
け
た
い
人
の
番
号
を
す
べ
て
入
力
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
が
﹆
従
来
の
電
話
機
で
﹆
メ
モ
に
書
い
て
あ
る
番
号
を
い
っ
た
ん
覚
え
て
﹆
そ
れ
を
小
声
で
繰
り
返
し
な
が
ら
ダ
イ
ア

ル
す
る
よ
う
な
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
（
10
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
歴
史
か
ら
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
が
外
国
語
教
育
に
用
い
ら
れ
た
場
合
の
聴
解
力
伸
長
効
果
に
つ
い

て
﹆
玉
井
は
被
験
者
集
団
を
二
群
に
分
け
て
の
三
ケ
月
に
わ
た
る
比
較
実
験
の
結
果
﹆
そ
の
効
果
を
確
認
し
て
い
る
（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
功
績
が

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
が
体
系
化
さ
れ
る
ゆ
え
ん
と
も
い
え
る
。

1
．
1
．
3
．
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果

こ
こ
で
は
﹆
具
体
的
に
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
お
け
る
そ
の
効
果
に
つ
い
て
先
行
研
究
よ
り
見
て
い
く
。
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
﹆
聞
こ
え
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て
き
た
音
声
言
語
を
も
と
に
音
読
は
目
で
見
た
文
字
言
語
を
も
と

に
﹆
頭
の
中
で
内
的
な
符
号
化
を
行
い
ど
の
よ
う
な
発
音
で
あ
る

か
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
門
田
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
語
彙
処
理
モ
デ
ル
（
12
（

︵
図
1
︶
を
見
る
こ
と
に
す

る
。第

二
言
語
に
お
け
る
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
で
は
﹆
最
低
限
L
2

音
声
イ
ン
プ
ッ
ト
を
も
と
に
﹆
L
2
音
韻
表
象
を
経
て
﹆
L
2

音
声
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
返
す
だ
け
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
﹆
繰
り
返
し
練
習
す
る
こ
と
で
﹆
復
唱
に
馴
れ
﹆
自
動
化

さ
れ
て
そ
の
実
行
に
必
要
な
認
知
負
荷
が
軽
減
さ
れ
て
く
る
と
﹆

同
時
に
意
味
処
理
を
し
︵
意
味
概
念
表
象
の
形
成
︶﹆
正
書
法
表

象
を
形
成
し
て
そ
こ
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
得
る
な
ど
の
処

理
を
同
時
並
行
で
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
﹆

図
の
右
半
分
が
示
す
よ
う
に
﹆
母
語
音
声
の
復
唱
に
お
い
て
も
同

様
の
処
理
経
路
が
仮
定
で
き
る
。
さ
ら
に
視
覚
提
示
語
の
音
読
に

つ
い
て
は
﹆
L
2
視
覚
イ
ン
プ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
に
﹆
L
2
正
書

法
表
象
を
形
成
し
L
2
音
韻
表
象
に
変
換
し
た
ら
﹆
今
度
は
そ

れ
を
発
音
し
て
L
2
音
声
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
得
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
が
最
低
限
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
﹆
こ
の
正
書

L2音声
インプット（a）

L2音声
アウトプット（b）

言語間
マッピング

二次的ルート 二次的ルート

L2視覚
インプット（e）

L2視覚
アウトプット（f）

イメージインプット
（絵・写真など）（h）

L2 音韻表象（c）

意味概念表象（g）

L2 正書法表象（d）

L1音声
アウトプット（i）

L1音声
インプット（j）

L1視覚
アウトプット（m）

L1視覚
インプット（n）

L1 音韻表象（k）

L1 正書法表象（l）

図1　バイリンガル語彙処理モデル（門田を参考に筆者が和訳，注（12），77頁）
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法
表
象
の
音
韻
表
象
へ
の
変
換
に
は
﹆
書
記
素
・
音
素
変
換
規
則
の
利
用
﹆
単
語
の
主
要
部
文
字
列
の
一
貫
性
に
関
す
る
情
報
の
活
用
な
ど

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
13
（

。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果
と
し
て
﹆
門
田
は
耳
か
ら
の
音
声
イ
ン
プ
ッ
ト
を
も
と
に
﹆
ま
た
は
眼
か
ら
の
視
覚
イ
ン

プ
ッ
ト
を
も
と
に
﹆
そ
の
言
語
入
力
の
音
韻
表
象
を
容
易
に
心
内
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る
（
14
（

。
ま
た
﹆
顕
在

的
な
外
的
調
音
速
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
﹆
音
韻
ル
ー
プ
内
の
サ
ブ
ボ
ー
カ
ル
リ
ハ
ー
サ
ル
︵
内
部
反
復
︶
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
つ
い
て

は
﹆
リ
ス
ニ
ン
グ
力
を
伸
ば
す
効
果
が
あ
る
こ
と
が
﹆
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
15
（

。

1
．
2
．
リ
ピ
ー
テ
ィ
ン
グ

リ
ピ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
は
﹆﹁
一
定
量
の
言
語
音
声
を
聞
い
て
も
ら
い
﹆
そ
の
後
十
分
な
ポ
ー
ズ
を
あ
け
﹆
そ
の
間
に
学
習
者
に
聴
取
し
た

言
証
音
を
繰
り
返
す
︵repeat

︶
こ
と
を
求
め
る
活
動
（
16
（

﹂
で
あ
る
。
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
と
リ
ビ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
相
違
点
は
﹆
ポ
ー
ズ
が
あ
る

か
否
か
で
あ
る
。
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
聞
こ
え
た
も
の
を
で
き
る
だ
け
即
座
に
繰
り
返
す
こ
と
か
ら
﹆
音
声
を
保
持
し
な
が
ら
同
時
に
発
話

も
行
う
。
つ
ま
り
﹆
さ
ま
ざ
ま
な
処
理
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
的
性
質
を
持
つ
と

い
え
る
。
リ
ピ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
﹆
反
復
す
る
た
め
の
ポ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
か
ら
﹆
音
声
の
保
持
と
発
話
を
同
時
に
行
う
必
要
が
な
く
﹆
い
く

つ
か
の
処
理
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
オ
フ
ラ
イ
ン
的
性
質
を
持
つ
と
い
え
る
（
17
（

。
そ
の
た
め
﹆
発
話
す
る
ま
で
の

間
に
様
々
な
認
知
活
動
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
﹆
入
力
音
声
か
ら
ど
の
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
認
識
し
よ
う
と

す
る
単
語
認
知
が
起
こ
る
。
音
声
を
聞
く
際
﹆
あ
る
単
語
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
た
と
た
ん
に
﹆
知
覚
し
た
発
音
が
頭
の
中
の
音
声
知
識
に

あ
る
発
音
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
﹆
リ
ピ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
﹆
音
声
面
の
習
得
よ
り
も
﹆
統
語
処
理
や
意
味
処
理
﹆
ま

た
文
脈
処
理
が
促
進
さ
れ
る
と
し
﹆
門
田･

玉
井
は
﹆｢

音
声
知
覚
そ
の
も
の
を
鍛
え
る
と
い
う
学
習
効
果
は
半
減
す
る
こ
と
が
予
想
で
き

ky6513小川隆夫cB.indd   164 19.3.28   10:21:17 AM



165 英語教育におけるシャドーイングの効果

ま
す（18
（

｣

と
述
べ
で
い
る
。

1
．
3
．
小
・
中
学
校
外
国
語
教
育
に
見
る
リ
ス
ニ
ン
グ
と
語
彙

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
た
め
に
﹆
小
学
校
﹆
中
学
校
の
外
国
語
教
育
で
は
よ
り
効
果
的
な
リ
ス
ニ
ン
グ
力
の
向
上
の
た
め
の
方
策
を

求
め
て
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
の
﹁
聞
く
こ
と
﹂
の
目
標
で
は
小
学
校
三
年
生
の
外
国
語
活
動
か
ら
中
学
校
外

国
語
ま
で
の
目
標
の
一
貫
性
を
明
確
に
し
﹆
小
学
校
中
学
年
外
国
語
活
動
で
は
﹁
ア 

ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
た
際
に
﹆
自
分
の
こ

と
や
身
の
回
り
の
物
を
表
す
簡
単
な
語
句
を
聞
き
取
る
よ
う
に
す
る
。
イ 

ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
た
際
に
﹆
身
近
で
簡
単
な
事
柄

に
関
す
る
基
本
的
な
表
現
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
。
ウ 

文
字
の
読
み
方
が
発
音
さ
れ
る
の
を
聞
い
た
際
に
﹆
ど
の
文
字
で
あ
る
か

が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
﹂﹆
小
学
校
高
学
年
外
国
語
で
は
﹁
ア 

ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
れ
ば
﹆
自
分
の
こ
と
や
身
近
で
簡
単
な
事
柄

に
つ
い
て
﹆
簡
単
な
語
句
や
基
本
的
な
表
現
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
イ 

ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
れ
ば
﹆
日
常

生
活
に
関
す
る
身
近
で
簡
単
な
事
柄
に
つ
い
て
﹆
具
体
的
な
情
報
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ウ 

ゆ
っ
く
り
は
っ
き
り
と

話
さ
れ
れ
ば
﹆
日
常
生
活
に
関
す
る
身
近
で
簡
単
な
事
柄
に
つ
い
て
﹆
短
い
話
の
概
要
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
（
19
（

﹂
と
記
さ
れ

て
い
る
。

中
学
校
外
国
語
で
は
﹆﹁
ア 

は
っ
き
り
と
話
さ
れ
れ
ば
﹆
日
常
的
な
話
題
に
つ
い
て
﹆
必
要
な
情
報
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
イ 

は
っ
き
り
と
話
さ
れ
れ
ば
﹆
日
常
的
な
話
題
に
つ
い
て
﹆
話
の
概
要
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ウ 

は
っ
き
り

と
話
さ
れ
れ
ば
﹆
社
会
的
な
話
題
に
つ
い
て
﹆
短
い
説
明
の
要
点
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
（
20
（

﹂
と
あ
る
。
小
学
校
で
は
﹁
ゆ
っ

く
り
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
れ
ば
﹂﹆
中
学
校
で
の
﹁
は
っ
き
り
と
話
さ
れ
れ
ば
﹂
と
進
化
さ
せ
て
お
り
﹆
発
達
段
階
に
合
わ
せ
て
徐
々
に
高

度
な
リ
ス
ニ
ン
グ
へ
と
導
く
よ
う
に
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
学
校
の
教
材
と
し
て
は
﹆
店
や
公
共
交
通
機
関
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
簡
単
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な
ア
ナ
ウ
ン
ス
﹆
ま
た
﹆
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
学
校
行
事
や
自
分
の
好
き
な
こ
と
な
ど
﹆
社
会
的
な
話
題
と
し
て
は
短
い
説
明
の
要
点
﹆

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
や
国
際
協
力
な
ど
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
お
り
﹆
よ
り
生
活
の
中
で
生
き
る
よ
う
な
よ
り
実
践
的
な
﹁
聞
く
こ
と
﹂
の
内

容
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
﹆
教
え
る
語
彙
数
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
も
リ
ス
ニ
ン
グ
力
向
上
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
九
八
年
告
示
中
学
校
学
習

指
導
要
領
で
は
﹆
ゆ
と
り
あ
る
教
育
の
展
開
の
た
め
に
﹆
外
国
語
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
ス
リ
ム
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
﹆
総
語
彙
数
を

従
前
の
学
習
指
導
要
領
の
一
〇
〇
〇
語
か
ら
一
〇
〇
語
減
ら
し
て
﹆
九
〇
〇
語
程
度
と
し
た
が
﹆
二
〇
〇
八
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
で
は

一
二
〇
〇
語
程
度
に
な
り
﹆
二
〇
一
七
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
で
は
小
学
校
で
学
習
す
る
六
〇
〇
語
～
七
〇
〇
語
に
加
え
﹆
一
六
〇
〇
～

一
八
〇
〇
語
程
度
に
改
定
し
た
。
か
つ
て
中
学
校
の
英
語
の
教
科
書
は
配
列
順
序
が
文
法
中
心
で
あ
っ
た
。
文
法
項
目
の
導
入
に
応
じ
て
﹆

語
彙
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
語
彙
学
習
を
中
心
と
し
た
箇
所
は
あ
る
も
の
の
全
体
的
に
は
文
法
事
項
に
よ
っ
て
配
列
が
決
め
ら
れ
て
お
り
﹆

語
彙
学
習
が
付
随
的
学
習
︵incidental learning

︶
と
な
る
構
成
に
な
っ
て
い
た
。

本
来
﹆
語
彙
は
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
選
定
基
準
は
変
わ
る
は
ず
で
あ
り
﹆
全
て
の
学
習
者
に
対
し
て
﹆
同
一
の
語
彙
を
選
定
す
る

の
は
不
可
能
で
あ
り
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
段
階
に
お
い
て
﹆
語
彙
指
導
の
目
標
を
明
確
に
し
﹆
そ
の
目
標
に
あ
わ
せ
た
語
彙
選
択
の
基
準
を

設
け
る
こ
と
が
﹆
外
国
語
の
指
導
に
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
近
年
で
は
学
習
指
導
要
領
に
対
応
さ
せ
て
﹆
教
科
書
の
構
成
も
新
し
く
な

り
﹆
対
話
文
を
中
心
に
一
つ
の
題
材
で
一
レ
ッ
ス
ン
が
構
成
さ
れ
﹆
さ
ら
に
そ
の
レ
ッ
ス
ン
が
三
つ
か
ら
四
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
各
パ
ー
ト
に
一
つ
か
ら
二
つ
の
文
法
事
項
が
扱
わ
れ
﹆﹁
現
在
完
了
﹂
な
ど
い
く
つ
か
の
用
法
が
あ
る
も
の
は
二
つ
の
レ
ッ

ス
ン
を
跨
い
だ
り
﹆
前
レ
ッ
ス
ン
の
文
法
事
項
の
確
認
を
行
な
う
パ
ー
ト
や
レ
ッ
ス
ン
の
ほ
か
に
長
め
の
文
章
を
扱
っ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ

り
﹆
語
彙
の
復
習
や
確
認
を
授
業
内
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
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1
．
4
．
リ
ス
ニ
ン
グ
に
影
響
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
習
慣

中
学
校
に
お
い
て
従
来
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
の
が
﹆
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
﹁
英
文
和
訳
﹂
で
あ
る
だ
ろ
う
。
英
文
和
訳
は
﹆
中
学

高
校
の
教
科
書
に
沿
っ
た
授
業
を
進
め
る
上
で
そ
の
非
効
率
さ
が
意
見
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
の
英
文
和
訳
で
の
英
語
指

導
に
つ
い
て
﹆
長
所
と
短
所
を
挙
げ
る
。

主
な
英
文
和
訳
の
長
所
と
し
て
﹆
次
の
点
が
考
え
ら
れ
る
。

①
文
の
構
造
や
意
味
を
理
解
さ
せ
﹆
そ
の
理
解
度
を
確
認
す
る
点
で
よ
り
効
率
的
な
方
法
で
あ
る
。

②
予
習
を
す
る
学
習
者
に
と
っ
て
は
﹆
有
効
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
。

①
は
﹆
単
文
ご
と
に
使
わ
れ
て
い
る
文
法
事
項
や
単
語
﹆
熟
語
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
一
目
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
語
を
用
い
て
学
習
者
の
解
答
を
目
に
見
え
る
形
で
表
現
す
る
点
は
﹆
正
確
さ
を
測
る
上
で
適
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
﹆
そ
の
和
訳

の
解
答
を
生
徒
に
一
か
ら
書
か
せ
る
ほ
か
に
﹆
選
択
肢
を
用
意
し
た
質
問
に
答
え
さ
せ
る
形
を
取
る
こ
と
で
﹆
正
解
を
導
い
た
り
段
階
を
踏

ん
で
学
習
者
の
理
解
を
進
め
た
り
す
る
手
法
も
あ
る
。
和
訳
文
を
選
択
肢
に
す
る
ケ
ー
ス
︵
そ
の
際
に
新
出
語
彙
の
和
訳
の
違
い
に
選
択
肢

の
違
い
を
見
出
す
︶﹆
そ
の
本
文
の
題
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
物
の
写
真
や
絵
﹆
実
物
を
選
択
肢
に
挙
げ
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

和
訳
文
の
選
択
肢
の
方
が
難
易
度
と
し
て
は
低
い
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

②
は
﹆
学
校
で
の
英
語
学
習
な
ど
限
ら
れ
た
時
間
で
英
語
指
導
を
行
な
う
上
で
﹆
あ
る
程
度
の
復
習
す
る
時
間
を
設
け
﹆
生
徒
の
自
主
性

を
重
ん
じ
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
効
果
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
﹆
予
習
の
一
環
と
し
て
英
文
和
訳
を
行
な
う
際
に
は
﹆
生
徒
が

わ
か
ら
な
い
単
語
や
熟
語
表
現
を
調
べ
る
作
業
を
必
然
と
組
み
込
ん
で
い
る
。
授
業
内
で
生
徒
は
自
分
の
答
え
を
確
認
し
﹆
理
解
の
十
分
不
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十
分
な
点
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

英
文
和
訳
の
短
所
は
﹆
次
の
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

①
英
文
和
訳
の
作
業
に
は
﹆
英
文
を
直
に
読
ん
で
理
解
す
る
と
い
う
読
解
の
妨
げ
に
な
る
場
合
が
あ
る
。

②
英
文
和
訳
の
授
業
進
行
は
﹆
予
習
を
し
な
い
﹆
理
解
度
が
低
い
学
習
者
に
と
っ
て
和
訳
を
写
す
だ
け
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。

③
学
習
者
に
英
語
の
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
に
は
英
文
和
訳
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

①
は
﹆
ま
ず
和
訳
を
進
め
る
作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
英
単
語
や
文
自
体
の
意
味
を
理
解
し
て
い
く
際
に
常
に
日
本
語
を
介
し

て
行
な
う
習
慣
を
身
に
付
け
て
し
ま
い
﹆
英
語
の
意
味
を
英
語
の
ま
ま
解
釈
す
る
訓
練
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
点
で
あ
る
。
ま
た
﹆
和

訳
の
作
業
を
繰
り
返
す
こ
と
で
﹆
英
文
の
補
語
や
目
的
語
か
ら
動
詞
と
い
う
日
本
語
の
語
順
に
直
し
て
和
訳
を
行
な
う
﹁
返
り
読
み
﹂
す
る

習
慣
が
で
き
て
し
ま
い
﹆
英
文
を
英
語
の
語
順
の
ま
ま
理
解
す
る
訓
練
が
為
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
点
で
あ
る
。

英
語
の
文
と
日
本
語
の
文
と
で
は
語
順
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば “Is there anything I can do for you

? ” 

を
和
訳
す
る
と
﹆

﹁
あ
な
た
に
対
し
て
私
に
で
き
る
こ
と
が
何
か
あ
り
ま
す
か
？
﹂
と
な
る
。
こ
の
和
訳
文
は
日
本
人
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
語
順
に
並
べ

替
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
﹆
英
文
の
語
順
通
り
に
和
訳
を
行
な
う
と
﹁
何
か
あ
り
ま
す
か
︵Is there anything

︶
私
に
で
き
る
こ
と
が

︵I can do

︶
あ
な
た
に
対
し
て
︵for you?

︶﹂
と
な
る
。
中
学
校
の
英
語
指
導
で
は
こ
の
英
語
の
語
順
を
扱
う
こ
と
が
少
な
く
﹆
日
本
語
の

語
順
で
の
和
訳
を
進
め
て
し
ま
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
リ
ス
ニ
ン
グ
の
能
力
向
上
を
遅
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
﹆
他
技
能
の
定

着
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

②
は
﹆
英
文
和
訳
の
長
所
で
挙
げ
た
﹁
予
習
を
す
る
学
習
者
に
と
っ
て
は
﹆
有
効
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
﹂
の
裏
を
か
い
た
も
の
と
な

る
。
予
習
を
し
て
い
な
い
生
徒
に
と
っ
て
英
文
和
訳
を
進
め
る
授
業
は
﹆
模
範
解
答
で
あ
る
日
本
語
訳
を
写
す
場
で
し
か
な
い
﹆
つ
ま
り
英
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語
の
授
業
が
和
訳
の
書
き
取
り
の
授
業
と
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
﹆
授
業
で
扱
っ
た
も
の
が
定
期
試
験
や
提
出
物
の
内
容
と
な
る
と
英
語

の
試
験
勉
強
は
和
訳
の
暗
記
に
な
っ
て
し
ま
う
。

③
は
﹆
学
習
者
の
理
解
度
確
認
の
確
実
さ
か
ら
﹆
こ
の
英
文
和
訳
中
心
の
授
業
展
開
を
行
な
う
と
﹆
英
文
和
訳
以
外
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
技

能
を
養
う
機
会
が
減
っ
て
し
ま
う
。
指
導
者
は
英
文
和
訳
が
指
導
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
﹆
技
能
向
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
偏
り
の
な

い
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
心
掛
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

第
二
章　

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
時
の
認
知

2
．
1
．
リ
ス
ニ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
（
知
覚
と
理
解
）

言
語
習
得
は
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
小
学
校
外
国
語
活
動
に
お
い
て
も
聞
く
こ
と
話
す
こ
と
が
最
初
で
あ
る
。
英
語
の
早
期
教
育

を
す
す
め
る
論
者
に
は
﹆
自
ら
も
英
語
が
堪
能
で
わ
が
子
を
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
育
て
上
げ
た
経
験
者
が
目
立
つ
。
湯
川
笑
子
は
そ
の
代
表
格

と
い
え
る
（
21
（

。
日
常
的
な
英
会
話
だ
け
で
は
な
く
﹆
学
術
論
文
を
二
カ
国
語
で
執
筆
で
き
る
く
ら
い
の
能
力
を
わ
が
子
に
備
わ
せ
る
べ
く
﹆
日

本
在
住
で
あ
り
な
が
ら
家
庭
内
で
英
語
を
使
っ
て
き
た
。
そ
こ
ま
で
徹
底
す
る
こ
と
は
な
く
て
も
で
き
る
だ
け
早
期
か
ら
子
ど
も
を
英
語
に

触
れ
さ
せ
た
い
と
願
う
保
護
者
は
後
を
絶
た
な
い
。

リ
ス
ニ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
﹆H

. D
. B

row
n

は
﹆
次
の
八
つ
の
段
階
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
22
（

。

①
発
話
を
聞
い
て
﹆
そ
の
音
声
イ
メ
ー
ジ
を
短
期
記
憶
に
保
持
す
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
連
続
す
る
音
声
の
構
成
要
素
︵
句
﹆
節
﹆
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文
脈
連
結
記
号
﹆
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹆
ス
ト
レ
ス
︶
か
ら
成
る
。

②
発
話
の
タ
イ
プ
︵
会
話
﹆
ス
ピ
ー
チ
﹆
ラ
ジ
オ
放
送
な
ど
︶
を
決
定
し
て
﹆
知
覚
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
適
切
な
分
類
を
行
う
。

③
発
話
の
タ
イ
プ
﹆
文
脈
﹆
内
容
を
考
え
﹆
話
し
手
の
目
的
を
推
測
す
る
。
つ
ま
り
﹆
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
図
を
推
測
す
る
。

④
文
脈
や
発
話
の
内
容
に
関
連
し
た
背
景
的
知
識
︵
ス
キ
ー
マ
︶
を
思
い
起
こ
す
。
自
分
の
持
つ
経
験
や
知
識
を
活
用
し
て
﹆
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
つ
じ
つ
ま
の
合
う
解
釈
を
与
え
る
。

⑤
発
話
に
﹆
文
字
通
り
の
辞
書
的
意
味
を
割
り
当
て
る
。

⑥
発
話
に
﹆
状
況
や
話
し
手
の
意
図
も
考
慮
し
た
意
味
を
割
り
当
て
る
。

⑦
情
報
を
短
期
記
憶
に
保
存
す
る
か
﹆
長
期
記
憶
に
保
存
す
る
か
を
決
め
る
。

⑧
最
初
に
聞
い
た
音
声
イ
メ
ー
ジ
が
持
っ
て
い
た
表
面
的
な
文
構
造
を
﹁
剪
定
︵
せ
ん
て
い
︶﹂
し
て
﹆
概
念
と
し
て
﹆
重
要
な
情

報
を
保
存
す
る
。

ま
た
﹆
英
語
の
リ
ス
ニ
ン
グ
の
際
に
は
音
声
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
﹆
音
声
は
文
字
と
は
異
な
り
す
ぐ
消
え
て
な
く

な
っ
て
し
ま
う
た
め
﹆
後
か
ら
聞
き
戻
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
﹆
リ
ス
ニ
ン
グ
の
際
に
学
習
者
に
は
英
語
を

英
語
の
語
順
で
瞬
時
に
処
理
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
小
山
義
徳
は
英
語
を
英
語
の
語
順
で
処
理
す
る
こ
の
ス
キ
ル
を
﹁
継
時
処
理
ス
キ

ル
﹂
と
名
づ
け
﹆
こ
の
ス
キ
ル
が
リ
ス
ニ
ン
グ
ス
コ
ア
の
高
得
点
群
と
低
得
点
群
で
異
な
る
か
実
験
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
﹆
リ
ス
ニ
ン

グ
ス
コ
ア
が
低
い
群
の
方
が
継
時
処
理
ス
キ
ル
が
低
か
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（
23
（

。
樋
口
晶
彦
は
リ
ス
ニ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
を
図
2
の
よ

う
に
示
し
て
い
る
（
24
（

。

リ
ス
ニ
ン
グ
の
非
言
語
的
構
成
要
素
の
中
に
は
﹆
学
習
者
︵
聞
き
手
︶
の
先
行
知
識
や
﹆
背
景
に
関
す
る
知
識
﹆
態
度
﹆
心
理
的
要
因
な

ど
の
ス
キ
ー
マ
が
入
り
﹆
言
語
的
構
成
要
素
の
中
に
は
﹆
ス
ト
レ
ス
﹆
リ
ズ
ム
﹆
リ
エ
ゾ
ン
な
ど
の
音
声
的
要
素
﹆
語
彙
﹆
文
脈
な
ど
の
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意
味
的
要
素
﹆
文
法
構
造
﹆
修
辞
パ
タ
ー
ン
な
ど
の
文
法
的
要
素
な
ど
の
ス

キ
ー
マ
が
入
る
。
そ
れ
ら
の
構
成
要
素
は
﹆
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
﹆
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
の
ス
キ
ー
マ
と
し
て
﹆
前
者
が
内
容
ス
キ
ー
マ
︵content schem

a

︶﹆

そ
し
て
後
者
が
形
式
ス
キ
ー
マ
︵form

al schem
a

︶
と
し
て
﹆
リ
ス
ニ
ン

グ
の
要
素
を
構
成
し
て
い
る
。

図
2
に
お
け
る
よ
う
に
﹆
学
習
者
︵
聞
き
手
︶
が
い
っ
た
ん
音
声
テ
ー
プ

や
ビ
デ
オ
な
ど
の
音
声
教
材
か
ら
音
声
を
認
識
す
る
と
﹆
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
﹆

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
両
面
の
構
成
要
素
︵
ス
キ
ー
マ
︶
を
駆
動
し
始
め
る
。
双

方
の
相
互
作
用
が
的
確
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
音
声
教
材
の
内
容
を

再
構
築
す
る
と
本
研
究
は
考
え
て
い
る
。

R
. W

. B
ley-Vronm

an 

ら
は
第
二
言
語
や
外
国
語
は
﹁
意
識
的
﹂
に
習
得

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
25
（

。S. K
rashen 

も
﹆
第
一
言
語
習
得

と
第
二
言
語
習
得
は
性
質
上
顕
著
な
違
い
が
あ
り
﹆
相
互
に
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
一
言
語
習
得
は
﹁
無
意
識
的
﹂
な
プ
ロ
セ
ス
で

第
二
言
語
習
得
は
学
習
理
論
上
で
﹁
意
識
的
﹂
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
し
て

説
明
し
て
い
る
（
26
（

。M
. R

ost 

は
﹆
音
声
を
ま
ず
物
理
的
な
音
と
意
味
の
あ
る

音
声
と
を
識
別
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
し
て
い
る
（
27
（

。J. A
itchinson 

は
﹆

リ
ス
ニ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス
を
音
声
の
認
識
と
把
握
の
二
段
階
で
説
明
し
て
い

る
（
28
（

。

Top-down process (Nonlinguistic components)Process of listening

Bottom-up process (Linguistic components)

Schemata

Schemata

Interaction Reconstruction 
of meanings

Listening
materials

Auditory
perception

Background knowledge
Prior knowledge
Cultural knowledge
Attitudes, psychological factors

Phonetic components
(stress, rhythm, liaison)
Semantic components
(lexis, contexts etc.)
Grammatical structures
rhetorical patterns etc.

図2　リスニングのプロセス（樋口，注（24），147頁）
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ま
た
﹆H

. H
. C

lark &
 E

. V. C
lark 

は
﹆R

. C
. A

tkinson &
 K

. M
. Shiffrin 

の
二
貯
蔵
庫
モ
デ
ル
（
29
（

と
同
様
の
モ
デ
ル
で
﹆
次
の
よ
う
に

リ
ス
ニ
ン
グ
理
解
が
な
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
①
話
し
言
葉
を
聞
い
て
短
期
記
憶
に
貯
蔵
す
る
。
②
話
し
手
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
と
機
能

を
整
理
す
る
。
③
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
を
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
。
④
長
期
記
憶
に
貯
蔵
す
る
（
30
（

。B
. R

ichards

は
﹆
会
話
の
聞
き
取
り
能
力

を
ミ
ク
ロ
ス
キ
ル
と
し
て
三
十
三
項
目
提
示
し
て
お
り
﹆﹁
言
語
を
保
持
す
る
能
力
﹂﹆﹁
ス
ト
レ
ス
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
を
認
識

す
る
能
力
﹂﹆﹁
キ
ー
ワ
ー
ド
を
把
握
す
る
能
力
﹂，﹁
知
識
や
体
験
を
利
用
す
る
能
力
﹂﹆﹁
予
測
す
る
能
力
﹂
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
（
31
（

。

2
．
2
．
内
在
化

吉
田
研
作
ら
を
は
じ
め
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
第
二
言
語
習
得
研
究
で
は
﹆
言
語
学
習
に
お
け
る
沈
黙
期
︵silent period

︶
の
存
在
を
指

摘
し
て
い
る
（
32
（

。
親
の
転
勤
な
ど
で
英
語
圈
に
連
れ
て
い
か
れ
た
子
ど
も
が
﹆
一
定
期
間
ず
っ
と
黙
っ
て
い
た
の
に
﹆
あ
る
日
突
然
﹆
周
囲
の

驚
き
を
よ
そ
に
流
暢
な
英
語
で
話
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
沈
黙
期
に
は
周
り
の
発
話
の
理
解
に

終
始
す
る
の
で
は
な
く
﹆
実
は
聴
取
し
た
入
力
音
声
を
内
語
反
復
︵
内
的
リ
ハ
ー
サ
ル
︶
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
心
の
中
で
文
を
発
す
る
練
習
が
﹆
流
暢
な
発
話
の
鍵
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

2
．
3
．
知
識
の
習
得

N
ation

で
はreceptive know

ledge

︵
受
容
的
知
識
︶
を
﹆
あ
る
語
を
聞
い
た
り
見
た
り
す
る
と
き
に
﹆
そ
の
語
を
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
含
む
知
識
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
﹆
語
を
発
信
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
知
識
﹆
す
な
わ
ち productive know

ledge

︵
発
表
的
知
識
︶
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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Productive know
ledge of a w

ord includes receptive know
ledge and extends it. It involves know

ing how
 to 

pronounce the w
ord, how

 to w
rite and spell it, how

 to use it in correct gram
m

atical patterns along w
ith the 

w
ords it usually collocates w

ith. Productive know
ledge also involves not using the w

ord too often if it is typically 

a low
-frequency w

ord, and using it in suitable situatio

（
33
（n.　

こ
の
よ
う
に I. S. P. N

ation 

は
﹆
発
表
的
知
識
は
語
の
受
容
的
知
識
︵
受
容
す
る
た
め
に
必
要
な
語
の
知
識
︶
を
含
み
﹆
ま
た
そ
れ

を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
﹆
そ
の
語
を
発
音
し
た
り
﹆
書
い
た
り
﹆
綴
っ
た
り
﹆
よ
く
共
起
す
る
語
と
と
も
に
﹆
正
し
い
文
法
的
な
型

︵gram
m

atical pattern

︶
の
中
で
語
を
使
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
発
表
的
知
識
は
﹆
こ
れ
ら
の
知
識
に
加
え
て
﹆
頻

度
の
低
い
語
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
こ
と
﹆
そ
し
て
頻
度
の
低
い
語
を
適
切
な
状
況
で
使
う
こ
と
も
含
む
と
述
べ
て
い
る
。F. M

elka

は
﹆
受

容
語
彙
と
発
表
語
彙
が
分
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
﹆
こ
れ
ら
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ず
﹆
そ
れ
ぞ
れ
の
適
切
な

定
義
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

T
hough estim

ate of receptive vocabulary versus productive vocabulary have been num
erous, and though 

authors generally insist on a dichotom
y betw

een reception and production

︵hereafter R
 and P

︶in term
s of 

lexicon, it is quite im
possible to find clear and adequate definition of w

hat is m
eant by reception and productio

（
34
（n.

In analyzing the distance betw
een R

 and P, it appeared that the distance betw
een them

, or the plane on 

w
hich they operate, could be broken up into several stages: starting w

ith im
itation or reproduction w

ithout 
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assim
ilation continuing w

ith com
prehension and reproduction w

ith assim
ilation, and finishing w

ith productio

）
35
（n.

そ
の
た
め
受
容
語
彙
と
発
表
語
彙
は
、
連
続
体
の
端
と
端
に
存
在
す
る
と
考
え
、
そ
の
間
を
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
る
。
そ
の
段
階
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
四
段
階
に
な
る
。

①im
itation or reproduction w

ithout assim
ilation

　
（
模
倣
、
ま
た
は
同
化
を
伴
わ
な
い
再
生
。
つ
ま
り
新
し
い
知
識
が
既
存
の
知
識
に
統
合
さ
れ
な
い
ま
ま
再
生
さ
れ
る
こ
と
）

②com
prehension

（
理
解
）

③reproduction w
ith assim

ilation

（
同
化
を
伴
っ
た
再
生
、
つ
ま
り
新
出
語
彙
が
既
に
学
習
し
た
知
識
と
統
合
さ
れ
て
再
生
さ

れ
る
こ
と
）

④production

（
産
出
ま
た
は
発
表
）

①
は
、
聞
い
た
語
を
真
似
て
繰
り
返
す
こ
と
で
、
語
と
語
が
表
す
意
味
と
が
統
合
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
。
②
は
語
の
意
味
を
理
解

す
る
段
階
で
あ
る
た
め
、
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し
た
語
の
意
味
を
理
解
で
き
る
段
階
で
あ
る
。
つ
ま
り
語
の
受
容
的
知
識
が
身
に
付
い
た
段

階
だ
と
言
え
る
。
③
は
語
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
、
あ
る
程
度
の
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
既
習
語
彙
の
知
識
と
統
合
さ
せ
て
、
そ
の

語
を
使
え
る
状
況
で
あ
る
。
④
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
語
を
書
い
た
り
話
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
な
段
階
で
あ
る
。
つ
ま
り
発
表
的
知
識

を
身
に
付
け
た
段
階
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
④
の
段
階
に
至
る
ま
で
は
、
①
か
ら
③
の
段
階
を
経
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
受
容
的
知
識
の
習

得
よ
り
も
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

発
表
的
知
識
を
得
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
何
か
。B

. Laufer

は
、
受
容
語
彙
と
発
表
語
彙
の
習
得
の
度
合
い
を
調
査
す
る
た
め
に
、
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外
国
語
と
し
て
英
語
を
六
年
間
学
習
し
て
い
る
高
校
二
年
生
と
七
年
間
学
習
し
て
い
る
高
校
三
年
生
を
対
象
と
し
て
﹆
週
五
時
間
﹆
計

三
十
六
週
間
に
わ
た
る
語
彙
学
習
を
実
施
し
﹆Vocabulary Level Test 3

を
行
な
っ
た
結
果
﹆
受
容
語
彙
の
習
得
に
は
効
果
が
見
ら
れ
た

も
の
の
﹆
発
表
語
彙
で
用
い
ら
れ
る
語
彙
数
に
は
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
を
報
告
し
﹆
こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
﹆
語
彙
習

得
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

In our opinion, m
ere m

em
orization of a w

ord form
 in a given context w

ithout understanding the w
ord ’s 

m
eaning cannot be called productive know

ledge. If the learner can repeat the m
em

orized w
ord w

ith its context 

in a test situation w
ithout understanding it, this is m

echanical reproduction, not productio

（
36
（n.　

Laufer 

は
こ
の
よ
う
に
語
の
意
味
を
理
解
せ
ず
に
﹆
特
定
の
文
脈
内
で
の
語
形
︵w

ord form

︶
を
単
に
記
憶
し
て
も
﹆
そ
れ
は
発
表
的

知
識
を
使
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
学
習
者
が
語
の
意
味
を
理
解
せ
ず
に
﹆
あ
る
テ
ス
ト
の
場
面
で
既
に
記
憶
さ
れ
た
語
を

文
脈
の
中
で
繰
り
返
し
使
っ
て
い
て
も
﹆
そ
れ
は
機
械
的
に
再
生
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
﹆
自
ら
産
出
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
例
え
ば
試
験
の
た
め
に
語
の
意
味
を
理
解
せ
ず
﹆
単
に
暗
記
し
た
語
を
再
生
し
﹆
繰
り
返
し
使
う
こ
と
が
で
き
て
も
﹆
語
そ
の

も
の
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
自
ら
伝
え
た
い
こ
と
を
即
座
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
﹆
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
発
話
に
必
要
な
語
彙
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
﹆
単
に
暗
記
し
た
語
を
繰
り
返
し
使
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
﹆
語
が
持
つ
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
い
え
る
。
中
心
義
の
習
得
と
語
彙
選
定
の
必
要
性
は
語
の
発
表
的
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
は
﹆
母
語
の

訳
語
を
暗
記
す
る
だ
け
で
は
な
く
﹆
そ
の
語
の
意
味
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
語
の
中
心
義
を
理
解
す

る
こ
と
で
﹆
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
語
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
﹆
さ
ら
に
は
発
表
的
知
識
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。
特
に
本
論
で
扱
う
多
義
的
な
語
は
﹆
そ
の
語
の
中
心
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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2
．
4
．
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
と
の
関
係

門
田
は
﹆
第
二
言
語
に
お
け
る
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
︵
文
産
出
︶
を
遂
行
す
る
枠
組
み
と
し
て
次
の
三
つ
を
仮
定
し
て
い
る
（
37
（

。

①
単
語
を
素
材
に
﹆
文
産
出
の
た
め
の
統
語
規
則
を
適
用
し
た
文
産
出

②
定
式
連
鎖
︿
語
彙
チ
ャ
ン
ク
﹆
プ
レ
ハ
ブ
表
現
な
ど
と
も
言
う
﹀
を
も
と
に
し
た
文
産
出

③
統
語
的
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
も
と
づ
く
文
産
出

①
は
﹆C

hom
sky

な
ど
生
成
文
法
学
者
に
よ
る
主
張
の
と
お
り
文
法
規
則
を
駆
使
し
な
が
ら
﹆
聞
い
た
こ
と
も
話
し
た
こ
と
も
な
い
﹁
新

た
な
文
﹂
を
生
成
す
る
創
造
的
な
言
語
能
力
で
あ
る
。
第
二
言
語
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
文
産
出
を
行
う
能
力
は
確
か
に
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
﹆
文
産
出
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
﹆
頭
の
中
に
丸
ご
と
蓄
え
て
い
る
構
文
や
語
彙
の
ま
と
ま
り

を
土
台
に
し
て
﹆
文
を
つ
く
っ
た
り
︵
右
記
②
︶﹆
会
話
に
お
い
て
相
手
が
使
用
し
た
既
出
の
構
文
が
頭
の
中
に
残
っ
て
い
て
そ
れ
を
再
度

使
用
し
た
り
︵
右
記
③
︶
し
て
文
を
つ
く
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
特
に
②
の
よ
う
な
定
式
連
鎖
を
も
と
に
し
た
文
産
出
プ
ロ
セ
ス
に
﹆

シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
繰
り
返
し
に
よ
る
﹆
語
彙
チ
ャ
ン
グ
や
構
文
を
丸
ご
と
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

T
he thing / fact / point is that 

…, T
hat rem

inds m
e of the tim

e w
hen

…, I think it im
portant to do 

の
よ
う
な
決
ま
り
文
句
や
﹆

kick the bucket,  rain cats and dogs 

な
ど
の
イ
デ
ィ
オ
ム
な
ど
は
﹆
ち
ょ
う
ど
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
を
建
て
る
と
き
に
﹆
半
ば
組
み
立
て
ら

れ
た
建
材
を
も
と
に
家
を
建
て
る
の
と
同
じ
で
﹆
話
し
手
に
と
っ
て
文
構
築
の
認
知
負
荷
を
軽
減
さ
せ
﹆
自
身
の
話
の
内
容
に
注
意
が
集
中

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
筆
者
自
身
は
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
よ
る
学
習
項
目
の
内
在
化
に
は
こ
の
定
型
連
鎖
の
習
得
が
大
き
な
位
置
を
占
め
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
て
い
る
。

さ
ら
に
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
と
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
能
力
の
習
得
に
関
係
す
る
事
例
が
あ
る
。
英
語
な
ど
第
二
外
国
語
で
﹆
発
話
︵
ス
ピ
ー
キ
ン

グ
︶
を
す
る
場
合
に
は
﹆
実
際
に
声
に
出
す
ま
で
に
﹆
い
っ
た
ん
頭
の
中
で
文
を
つ
く
っ
て
﹆
そ
れ
か
ら
発
話
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば

日
本
語
で
話
す
場
合
で
も
﹆
多
く
の
人
が
い
る
前
で
質
問
を
す
る
と
き
な
ど
﹆
緊
張
し
た
場
面
で
は
よ
く
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に

囗
に
出
し
て
発
言
す
る
前
に
﹆
こ
の
よ
う
に
頭
の
中
で
﹁
内
的
リ
ハ
ー
サ
ル
﹂
を
す
る
こ
と
が
﹆
実
は
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
力
を
つ
け
る
す
ぐ
れ

た
練
習
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
﹆
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
を
し
よ
う
と
す
る
前
の
下
稽
古
で
あ
る
﹁
内
的
リ
ハ
ー
サ
ル
﹂
能
力

の
形
成
が
﹆
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
育
成
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

2
．
5
．
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説

現
在
の
自
分
の
能
力
段
階
をi

と
す
る K

rashen 
の
言
う
理
解
可
能
な
イ
ン
プ
ッ
ト
﹆i

＋1 

と
は
現
段
階
の
レ
ベ
ル
i
か
ら
少
し
進
ん
だ

次
の
段
階
＋
1
で
構
造
さ
れ
て
い
る
（
38
（

。
次
の
レ
ベ
ル
のi
＋1

に
は
ど
の
よ
う
に
到
達
す
る
の
か
﹆
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
は
﹁i

﹂
～
﹁i

＋1

﹂

に
到
達
す
る
に
必
要
な
条
件
は
﹁i

＋1

﹂
を
含
む
イ
ン
プ
ッ
ト
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
﹁
私
た
ち
が
今
い
る
場
所
か
ら

を
少
し
超
え
た
構
造
を
含
む
言
語
を
理
解
す
る
と
き
だ
け
﹂
習
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
に
な
る
の
か
。
こ
の
答
え
は
私
た
ち
が
理
解
を
助
け
る
た
め
に
私
た
ち
の
言
語
能
力
以
上
の
も
の
を
使

う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
﹆
私
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
﹆
世
の
中
に
関
す
る
私
た
ち
の
知
識
や

私
た
ち
の
余
分
な
言
語
情
報
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
最
初
に
構
造
を
理
解
し
﹆
そ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
う
よ
う
に
練
習
し
て
い
る
。
イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
言
語
の
習
得
に

役
に
立
つ
よ
う
に
﹁i

＋1

﹂
が
含
ま
れ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
﹆﹁i

＋1

﹂
の
み
を
含
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
＋1

が
自
動
的
に
表
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示
さ
れ
る
﹆
つ
ま
り
会
話
が
成
功
す
る
と i

＋1 

が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
﹆
こ
れ
は
最
良
の
イ
ン
プ
ッ
ト

が
意
図
的
に
﹁i

＋1

﹂
を
目
指
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
は
﹆
話
す
こ
と
の
流
暢
さ
を
直
接
教
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
最
も
良
い
方
法
は
﹆
単
に
﹁
わ
か
り
や
す
い
イ
ン
プ
ッ
ト
を
与
え
続
け
る
こ
と
﹂
で
あ
る
。
さ
ら
に
初
期
の

ス
ピ
ー
チ
は
文
法
が
成
っ
て
お
ら
ず
﹆
正
確
で
は
な
い
が
﹆
そ
れ
は
習
得
者
が
よ
り
多
く
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
聞
き
理
解
す
る
に
つ
れ
﹆
時
間

と
と
も
に
質
が
向
上
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
﹆K

rashen 
は
﹆
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
は
第
一
言
語
習
得
の
時
の
﹁caretaker speech

﹂﹆
す
な
わ
ち
﹆
親
が
幼
児
に
話
す
と
き
に
行

う
﹁
言
い
直
し
﹂︵
間
違
い
の
あ
る
子
ど
も
の
発
言
を
親
が
言
い
直
す
動
作
︶
に
非
常
に
一
致
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
39
（

。
最
も
重
要
な
特

徴
は
言
語
を
教
え
る
と
い
う
意
図
的
な
試
み
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹁
保
護
者
が
子
ど
も
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
﹆
よ
り
簡
単
に

発
言
す
る
﹂
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。

K
rashen 

の
原
文
に
よ
り
﹆
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
の
問
題
点
は
次
の
二
点
の
よ
う
に
な
る
と
想
定
す
る
。

①
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
全
く
必
要
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

②
理
解
可
能
な
イ
ン
プ
ッ
ト
︵i

＋1

︶
の
概
念
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。

K
rashen 

は
話
す
こ
と
は
直
接
的
な
イ
ン
プ
ッ
ト
を
助
け
る
作
用
を
す
る
の
で
は
な
く
﹆
適
切
な
イ
ン
プ
ッ
ト
﹆
理
解
で
き
た
イ
ン
プ
ッ

ト
の
結
果
と
し
て
﹆
自
然
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
﹆
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
誘
発
さ
せ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
﹆
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
の
中
核
の
理
解
可
能
な
イ
ン
プ
ッ
ト
の
概
念
が
曖
昧
で
想
定
で
き
な
い
問
題
が

あ
る
。
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2
．
6
．
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
作
用
に
つ
い
て

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
は
﹆
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
誰
か
に
伝
え
る
た
め
に
言
葉
を
話
し
た
り
﹆
書
い
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
﹆
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
さ
れ
た
言
葉
自
体
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代 K

rashen 

の
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
が
強
い
影
響
を
持
っ
て
い
た
た
め
﹆

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
役
割
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
注
目
さ
れ
た
の
は M

. Sw
ain 

に
よ
り
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
︵
大
多
数

の
教
科
内
容
を
第
二
言
語
で
教
え
る
教
育
方
法
︶
の
子
ど
も
た
ち
の
第
二
言
語
発
達
に
関
す
る
調
査
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
（
40
（

。

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
様
々
な
実
証
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
﹆
様
々
な
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。﹁
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
は
第
二
言
語
習
得
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
。﹂﹁
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

必
要
な
の
か
。﹂﹁
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
能
力
を
伸
ば
す
の
は
何
の
た
め
な
の
か
。﹂
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
第
二
言
語
習
得

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
村
野
井
仁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
41
（

。

①
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹆﹁
自
分
が
伝
え
た
い
こ
と
﹂
と
﹁
自
分
が
言
え
る
こ
と
﹂
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る

②
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
﹆
中
間
言
語
仮
説
の
検
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

③
統
治
的
処
理
︵syntactic reflection

︶
を
促
す

④
言
語
知
識
の
自
動
化

①
は
伝
え
よ
う
と
発
し
た
第
二
言
語
に
自
分
の
弱
点
﹆
齟
齬
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
弱
点
と
は
二
つ
あ
り
﹆﹁
自
分
に
は
言
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え
な
い
こ
と
が
あ
る
﹂﹁
自
分
の
言
い
方
と
正
し
い
言
い
方
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
え
な
い
こ
と
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
り
﹆
そ
の
﹁
穴
﹂
を
埋
め
る
も
の
を
自
分
で
調
べ
た
り
﹆
先
生
に
聞
い
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
は
第
二
言
語
学
習
者
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
と
き
﹆﹁
こ
ん
な
風
に
言
え
ば
伝
わ
る
か
な
？
﹂
と
仮
説
を
立
て
﹆
そ
の
仮
説
を
検
証
す

る
よ
う
に
発
話
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
で
﹆
こ
れ
は
学
習
者
自
ら
中
間
言
語
仮
説
が
適
切
で
あ
る
か
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
︵hypothesis testing

︶
で
あ
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
れ
ば
そ
の
仮
説
は
認
証
さ
れ
﹆
相
手
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
ら
ず
発
話
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
否
定
的
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
︵negative feedback

︶
が
返
さ
れ
た
ら
そ
の
仮
説
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
﹆
別
の
言
葉
で
仮
説
修
正
︵hypothesis m

odification

︶
さ
れ
る
。
ま
た
﹆
否
定
的
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
り
仮

説
の
間
違
い
に
気
づ
き
﹆
そ
の
仮
説
に
基
づ
く
発
話
を
完
全
に
や
め
て
放
棄
す
る
と
こ
れ
は
仮
説
棄
却
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
に
は
こ
の
よ
う
な
仮
説
検
証
を
促
す
こ
と
が
あ
る
。

③
の
統
語
的
処
理
を
促
す
役
割
は
﹆
村
野
井
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
42
（

。

・
伝
え
よ
う
と
す
る
概
念
を
生
み
出
す
概
念
化
装
置
︵conceptualizer

︶

・
意
味
的
﹆
文
法
的
情
報
を
持
っ
た
レ
ー
マ
︵lem

m
as

︶
と
形
態
的
﹆
音
韻
的
情
報
を
持
っ
た
レ
ク
シ
ー
ム
︵lexem

es

︶
を
含
ん

だ
語
彙
項
目
︵lexicon

︶

・
概
念
化
装
置
と
語
彙
項
目
か
ら
の
情
報
を
受
け
﹆
文
を
作
る
形
式
化
装
置
︵form

ulator

︶

・
形
式
化
装
置
か
ら
情
報
を
受
け
﹆
発
声
器
官
を
動
か
し
実
際
の
発
話
を
調
音
す
る
調
音
化
装
置
︵articulator

︶

村
野
井
は
﹆
こ
れ
ら
の
四
つ
が
言
語
産
出
の
言
語
処
理
を
司
っ
て
い
る
が
﹆
第
二
言
語
で
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
際
﹆
何
が
重
要
な
の
か

を
把
握
す
る
た
め
に
﹆
こ
の
モ
デ
ル
は
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
言
語
産
出
の
始
点
で
あ
る
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こ
と
や
語
彙
知
識
が
言
語
化
︵
形
式
化
︶
を
支
え
る
こ
と
は
確
認
が
で
き
﹆
効
果
的
な
第
二
言
語
学
習
法
・
指
導
法
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス

を
促
す
も
の
で
あ
る
。
言
語
知
識
の
自
動
化
と
は
﹆
第
二
言
語
学
習
者
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
﹆
言
語
の
自
動
化

︵autom
atization

︶
が
進
む
と
述
べ
る
（
43
（

。
注
意
を
払
わ
ず
無
意
識
に
語
彙
や
文
法
を
習
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
こ
と
は

K
rashen

の
イ
ン
プ
ッ
ト
仮
説
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章　

先
行
実
験

3
．
1
．
先
行
実
験
の
整
理

玉
井
が
行
っ
た
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
実
験
に
は
﹆
被
験
者
集
団
を
二
群
に
分
け
て
の
比
較
実
験
が
あ
る
（
44
（

。
統
制
群
に
は
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ

ン
﹆
実
験
群
に
は
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
指
導
が
そ
れ
ぞ
れ
一
三
回
︵
一
回
五
〇
分
︶
行
な
わ
れ
た
。
リ
ス
ニ
ン
グ
力
を
測
る
テ
ス
ト
と
し

て
は
﹆SLE

P T
E

ST

︵Secondary Level E
nglish Proficiency

︶
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
行
な
っ
た
。SLE

P T
E

ST

はT
O

E
FL 

の
ひ
と
つ

前
の
段
階
に
な
る
テ
ス
ト
で
﹆T

O
E

FL 

と
同
じ
くE

T
S

︵E
ducational Testing Service

︶
が
作
成
し
て
い
る
。SLE

P T
E

ST
 

は
﹆
ア
メ

リ
カ
に
移
民
や
移
住
し
た
際
に
﹆
高
等
学
校
レ
ベ
ル
に
入
学
す
る
と
き
に
言
語
能
力
を
判
断
す
る
た
め
に
受
け
る
テ
ス
ト
で
あ
る
。
同
一
教

材
が
用
い
ら
れ 

テ
ー
プ
を
聴
か
せ
る
回
数
も
統
制
さ
れ
て
い
る
。
三
ヶ
月
半
の
指
導
の
結
果
﹆
表
1
の
よ
う
に
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
を
中

心
に
指
導
が
行
わ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
は
必
ず
し
も
積
極
的
な
進
歩
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
を
施
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は

指
導
前
と
比
べ
て
有
意
な
聴
解
力
の
向
上
が
確
認
さ
れ
た
︵
図
3
︶。
ま
た
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
と
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
・
グ

ル
ー
プ
の
比
較
で
も
︵P＜

0.05

︶
で
有
意
差
︵Shadow

ing＞
D

ictation

︶
が
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
﹆
こ
れ
は
あ
く
ま
で
三
ケ
月
半
の
指
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導
段
階
で
の
結
果
で
あ
り
﹆
デ
ィ
ク
テ
ー

シ
ョ
ン
の
教
育
効
果
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
効
果
が
シ
ャ
ド
ー
イ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
の
方
が
早
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

次
に
﹆
聞
き
取
り
授
業
に
お
け
る
シ
ャ

ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の

試
み
と
し
て
﹆
山
森
理
恵
の
実
験
が
あ

る
（
45
（

。
こ
の
実
験
は
﹆
対
象
は
多
国
籍
の
中

級
ク
ラ
ス
で
﹆
学
習
者
数
一
三
名
﹆
日
本

語
能
力
試
験
N
3
か
ら
N
2
レ
ベ
ル
の

ク
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
の
ク
ラ
ス
は
一
週
間

に
二
コ
マ
︵
一
コ
マ
九
〇
分
︶
の
聞
き

取
り
の
授
業
が
あ
る
。
う
ち
一
コ
マ
で

﹃
中
上
級
日
本
語
音
声
教
材　

毎
日
の
聞

き
と
り
P
L
U
S
40　

下
﹄︵
凡
人
社
﹆

二
〇
一
三
年
︶
を
教
科
書
と
し
て
使
用
し

た
。
授
業
で
各
課
を
学
習
後
に
﹆
学
期
中

計
八
回
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
を
宿
題
と
し
て

39

38
指導前 指導後

実験群

統制群

40

41

42

43

44

45

46

47

48

n X- SD t-value df p

実験群 1回目 47 41.60 7.40

2回目 47 47.32 6.47 6.821（**） 46 0.01

統制群 1回目 47 42.91 5.33

2回目 47 44.34 7.06 2.110（NS） 46 0.05

図3　シャドーイング練習による聴解力の変化（玉井，注（44），106頁）

表1　シャドーイングとディクテーションの聴解力への影響（玉井，注（44），106頁）
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183 英語教育におけるシャドーイングの効果

課
し
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
﹆
学
期
終
了
時
に
﹆
授
業
で
の
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
﹆
一
七
の
質
問
項
目
に
五
段

階
で
評
定
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
﹁
学
期
の
は
じ
め
に
﹆
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
効
果
﹆
目
的
の
説
明
を
受
け
た
﹂﹁
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
コ

メ
ン
ト
で
ほ
め
ら
れ
る
と
う
れ
し
い
﹂
と
い
う
項
目
に
対
し
て
は
﹆
全
員
が
最
も
高
い
評
定
を
し
た
。﹁
先
生
が
毎
回
コ
メ
ン
ト
を
書
い
た
﹂

﹁
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
は
い
い
練
習
だ
﹂﹁
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
評
価
︵
点
数
︶
が
上
が
る
と
う
れ
し
い
﹂
も
一
人
を
除
き
全
員
が
最
も
高
い
評

定
を
し
た
。
学
習
者
の
意
識
の
調
査
か
ら
﹆
事
前
に
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
の
有
効
性
を
十
分
に
説
明
し
た
こ
と
﹆
毎
回
評
価
票
で
肯
定
的
な
内

容
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
﹆
学
習
者
は
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
前
向
き
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

3
．
2
．
考
察

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
も
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
自
体
の
効
果
に
は
有
効
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
と
い
う
手
段
を
取
り
囲
む

環
境
や
英
語
教
育
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
﹆
伊
藤
克
敏
は
﹆
こ
と
ば
の
習
得
は
ま
ず
﹆
音
声
能
力
を
し
っ
か
り
身
に
付
け
る
こ
と
が

大
切
だ
と
述
べ
て
い
る
（
46
（

。
彼
の
論
文
に
よ
れ
ば
﹆
音
声
中
心
の
ゲ
ー
ム
や
歌
な
ど
の
言
語
活
動
は
低
学
年
か
ら
始
め
﹆
音
声
能
力
を
し
っ
か

り
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

中
・
高
学
年
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
﹆
音
声
よ
り
も
文
字
に
よ
る
文
の
仕
組
み
や
ま
と
ま
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
興
味
が
移
っ
て
い
く
。

最
近
の
神
経
言
語
学
の
研
究
で
﹆
母
語
習
得
と
外
国
語
習
得
は
同
じ
脳
の
領
域
が
関
わ
り
﹆
習
得
過
程
も
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
母
語
習
得
に
お
い
て
﹆
音
声
面
で
は
文
の
枠
で
あ
る
音
調
が
全
体
的
に
習
得
さ
れ
﹆
個
々
の
音
は
や
さ
し
い
音
か
ら
徐
々
に

習
得
し
て
い
く
。

ま
た
﹆
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
活
動
を
継
続
的
に
行
な
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
活

動
の
中
心
的
な
ね
ら
い
と
し
な
が
ら
﹆
必
要
に
応
じ
﹆
言
語
形
式
に
意
識
す
る
言
語
活
動
﹆
フ
ォ
ー
カ
ス
・
オ
ン
・
フ
ォ
ー
ム
︵focus on 
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︶
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
学
習
者
は
伝
え
る
べ
き
内
容
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
持
ち
﹆
キ
ー
ワ
ー
ド
︵
語
彙
項
目
︶
に
依
存
し
な
が

ら
要
約
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
た
め
﹆
学
習
者
は
文
法
的
・
音
韻
的
言
語
化
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
﹆
こ
の
要
約
法
は
学
習

者
に
認
知
比
較
︵cognitive com

parison

︶
の
機
会
が
何
度
か
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。﹁
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
能
力
を
伸
ば
す
の
は

何
の
た
め
﹂
な
の
か
に
つ
い
て
村
野
井
は
﹆
外
国
語
学
習
の
目
的
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
47
（

。

・
言
葉
や
文
化
の
異
な
る
人
と
自
分
を
つ
な
ぐ
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
︵em

pow
erm

ent

︶

・
言
葉
や
文
化
の
異
な
る
人
と
自
分
を
つ
な
ぐ
力
を
身
に
つ
け
る
︵enlightenm

ent

︶

ま
た
﹆
目
的
が
単
に
仕
事
で
使
う
た
め
と
い
う
理
由
で
な
く
﹆
共
感
を
深
め
る
こ
と
や
異
な
る
者
同
士
の
共
生
を
進
め
る
た
め
に
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
能
力
は
必
要
で
あ
り
そ
れ
を
伸
ば
す
学
習
法
・
指
導
法
の
開
発
を
求
め
て
い
る
。

第
四
章　

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
﹆
第
二
言
語
習
得
の
手
段
と
し
て
の
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
第
一
言
語
に
関
し
て
は
ピ
ア
ジ
ェ
の
研

究
を
概
観
す
る
な
ら
ば
﹆
彼
の
関
心
の
ほ
と
ん
ど
は
﹆
子
ど
も
の
知
的
な
側
面
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
﹆
彼
の
心
理
学
は
知
能

の
発
達
論
﹆
す
な
わ
ち
発
生
的
認
識
論
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
﹆
そ
の
特
徴
は
﹆
知
能
の
発
達
を
生
物
学
的
な
概
念
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

ピ
ア
ジ
ェ
は
第
一
言
語
の
発
達
は
﹆
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
で
﹆
よ
り
安
定
し
た
広
い
均
衡
状
態
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
と
す
る
の
で

ky6513小川隆夫cB.indd   184 19.3.28   10:21:30 AM



185 英語教育におけるシャドーイングの効果

あ
る
が
﹆
彼
は
﹆﹁
中
心
化
﹂
か
ら
﹁
脱
中
心
化
﹂
へ
の
移
行
を
そ
う
し
た
過
程
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
初
期
の
著
作
に
お
い
て
ピ
ア

ジ
ェ
は
﹆
乳
幼
児
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
思
考
様
式
を
﹁
自
己
中
心
性
﹂
と
呼
ん
だ
。﹁
自
己
中
心
的
﹂
と
は
﹁
自
分
勝
手
﹂
と
い
っ
た
意

味
で
は
な
く
﹆
客
観
と
主
観
﹆
自
己
と
他
者
の
区
別
が
で
き
ず
﹆
し
た
が
っ
て
﹆
視
点
を
変
え
た
り
﹆
他
人
と
自
己
と
の
立
場
の
相
違
を
考

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
を
言
う
。
子
ど
も
は
こ
の
自
己
中
心
的
な
状
態
で
﹆
多
く
の
視
点
か
ら
事
物
を
捉
え
﹆
そ
の
場
の
状
況
に
依
存

せ
ず
に
様
々
な
視
点
を
総
合
で
き
る
﹁
脱
中
心
化
﹂
し
た
状
態
へ
と
発
達
し
て
い
く
。
こ
の
脱
中
心
化
に
よ
っ
て
﹆
第
一
言
語
が
成
立
す
る

と
﹆
ピ
ア
ジ
ェ
は
説
く
の
で
あ
る
（
48
（

。

続
い
て
第
二
言
語
の
発
達
に
関
し
て
は
﹆
習
慣
形
成
理
論
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
。
習
慣
形
成
理
論
は
﹆
ま
ず
人
間
の
行
動
は
﹆
外
界
か
ら

の
﹁
刺
激
﹂
に
対
す
る
﹁
反
応
﹂
の
習
慣
形
成
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
言
語
教
育
の
分
野
で
は
﹆
言
語
は
社
会
的
な
習
慣

で
あ
り
﹆
言
語
を
学
習
す
る
こ
と
は
﹁
新
し
い
習
慣
を
形
成
す
る
﹂
と
主
張
し
て
お
り
﹆
こ
う
し
た
理
論
を
背
景
に C

. C
. Fries 

ら
に
よ
っ

て
オ
ー
ラ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
わ
れ
る
﹆
い
わ
ゆ
る
文
型
習
得
の
た
め
の
文
型
練
習
を
重
視
し
﹆
そ
し
て
自
動
的
無
意
識
的
に
使
え
る
よ

う
に
な
る
レ
ベ
ル
ま
で
反
復
練
習
す
る
方
法
が
生
み
出
さ
れ
た
（
49
（

。
結
果
的
に
は
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
自
体
の
効
果
に
は
有
効
性
が
あ
る
と
い
え

る
。日

本
の
現
状
を
見
る
と
﹆
冒
頭
に
も
あ
る
が
二
〇
二
〇
年
度
に
小
学
校
で
外
国
語
︵
英
語
︶
が
教
科
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
英
語
教

育
に
関
心
が
非
常
に
高
い
。
こ
う
し
た
潮
流
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
一
月
﹆
小
渕
恵
三
首
相
︵
当
時
︶
の
私
的
諮
問
機
関

﹁
二
十
一
世
紀
日
本
の
構
想
﹂
懇
談
会
が
﹆
英
語
を
国
民
の
実
用
語
と
す
べ
き
だ
と
い
う
最
終
報
告
書
を
発
表
。
懇
談
会
の
一
員
で
あ
っ
た

朝
日
新
聞
編
集
委
員
の
船
橋
洋
一
氏
が
﹃
あ
え
て
英
語
公
用
語
論
﹄︵
文
春
新
書
︶
を
執
筆
す
る
と
﹆
英
語
公
用
語
化
論
争
が
巻
き
起
こ
っ

た
。
全
国
民
が
道
具
と
し
て
の
英
語
を
使
い
こ
な
す
こ
と
を
理
想
と
す
る
船
橋
氏
の
主
張
に
対
し
﹆
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
中
心
の
世
界
秩

序
に
対
す
る
危
惧
や
﹆
日
本
独
自
の
言
語
や
文
化
が
浸
食
さ
れ
る
と
い
う
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
﹆
新
た
な
英
語
教
育
の
導
入
は
文
部
科
学
省
の
既
定
路
線
で
も
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
﹆
文
法
や
読
み
書
き
に
偏
重
し
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た
﹁
受
験
英
語
﹂
へ
の
反
省
を
も
と
に
﹆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
に
重
点
を
お
い
た
教
育
へ
の
地
な
ら
し
を
進
め
て
き
た
。

二
〇
〇
二
年
七
月
の
﹁﹃
英
語
が
使
え
る
日
本
人
﹄
の
育
成
の
た
め
の
戦
略
構
想
﹂﹆
翌
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
﹁﹃
英
語
が
使
え
る
日
本
人
﹄

の
育
成
の
た
め
の
行
動
計
画
﹂
は
﹆
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
の
﹁
行
動
計
画
﹂
で
目
を
引
く
の
は
﹆
国
民
全
体
に
求
め
ら
れ
る
英
語
力

の
基
準
を
具
体
的
に
示
し
た
点
で
あ
る
。
中
学
校
卒
業
の
段
階
で
望
ま
れ
る
の
は
﹆
挨
拶
や
身
近
な
暮
ら
し
の
話
題
に
つ
い
て
平
易
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
こ
と
。
実
用
英
語
技
能
検
定
︵
英
検
︶
で
は
﹆
三
級
程
度
が
目
安
と
さ
れ
る
。
高
校
卒
業
の
段
階
で
は
﹆
日

常
的
な
話
題
に
つ
い
て
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
こ
と
。
こ
れ
は
英
検
準
二
級
か
ら
二
級
程
度
が
目
安
で
あ
る
。
国
際
社
会

で
活
躍
す
べ
き
人
材
に
求
め
る
能
力
と
し
て
は
﹆﹁
大
学
を
卒
業
し
た
ら
仕
事
で
英
語
が
使
え
る
﹂
と
さ
れ
た
。
小
学
校
教
育
に
対
す
る
支

援
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。﹁
総
合
的
な
学
習
の
時
間
﹂
に
英
会
話
活
動
を
実
施
す
る
小
学
校
に
つ
い
て
﹆
外
国
人
教
員
や
中
学
・
高
校
の
英

語
教
員
に
よ
る
指
導
を
促
進
す
る
こ
と
も
謳
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
現
在
に
続
く
の
で
あ
る
。

O
E
C
D
︵
経
済
協
力
開
発
機
構
︶
が
行
な
う
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
で
あ
る
P
I
S
A
︵Program

m
e for International Student 

A
ssessm

ent

︶
等
の
児
童
生
徒
の
学
力
調
査
で
の
結
果
︵
二
〇
一
五
年
実
施
結
果
︶
に
﹆
松
野
博
一
文
部
科
学
大
臣
︵
当
時
︶
が
二
〇
一
六

年
十
二
月
に
﹁
読
解
力
の
向
上
に
向
け
た
対
応
策
﹂
に
基
づ
く
学
習
の
基
盤
と
な
る
言
語
能
力
・ 

情
報
活
用
能
力
の
育
成
を
推
進
し
て
い

く
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
一
七
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
に
こ
の
結
果
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
小
学

校
高
学
年
の
外
国
語
で
は
﹆﹁
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
﹆
外
国
語
に
よ
る
聞
く
こ
と
﹆

読
む
こ
と
﹆
話
す
こ
と
﹆
書
く
こ
と
の
言
語
を
通
し
て
﹆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
基
礎
と
な
る
資
質
・
能
力
を
次
の
通
り
育
成
す
る

こ
と
を
め
ざ
す
﹂
と
し
た
。
今
回
﹆
は
じ
め
て
読
む
こ
と
﹆
書
く
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
が
﹆
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
三

つ
の
柱
﹁
知
識
及
び
技
能
﹂﹆﹁
指
導
力
﹆
判
断
力
﹆
表
現
力
等
﹂
及
び
﹁
学
び
に
向
か
う
力
﹆
人
間
性
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
る
目
標
も
明

確
に
設
定
さ
れ
た
。﹁
小
学
校
学
習
指
導
要
領
︵
平
成
二
九
年
告
示
︶
解
説
外
国
語
活
動
・
外
国
語
編
﹂
の
﹁
知
識
及
び
技
能
﹂
の
目
標
で

は
﹆
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︵
1
︶
外
国
語
の
音
声
や
文
字
﹆
語
彙
﹆
表
現
﹆
文
構
造
﹆
言
語
の
働
き
な
ど
に
つ
い
て
日
本
語
と
外
国
語
と
の
違
い
に
気
付

き
﹆
こ
れ
ら
の
知
識
を
理
解
す
る
と
と
も
に
﹆
読
む
こ
と
﹆
書
く
こ
と
に
慣
れ
親
し
み
﹆
聞
く
こ
と
﹆
読
む
こ
と
﹆
話
す
こ

と
﹆
書
く
こ
と
に
よ
る
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
活
用
で
き
る
基
礎
的
な
技
能
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る
。

と
あ
り
﹆
英
語
が
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
使
え
る
た
め
の
基
礎
技
能
の
養
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
既
述
の
﹁﹃
英
語
が
使
え
る
日
本
人
﹄
の
育
成
の
た
め
の
行
動
計
画
﹂
の
一
環
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。﹁
中
学
校
学
習
指
導
要
領

︵
平
成
二
九
年
告
示
︶
解
説
外
国
語
編
﹂
の
三
つ
の
柱
に
関
わ
る
目
標
の
﹁
知
識
及
び
技
能
﹂
の
中
で

︵
1
︶
外
国
語
の
音
声
や
語
彙
﹆
表
現
﹆
文
法
﹆
言
語
の
働
き
な
ど
を
理
解
す
る
と
と
も
に
﹆
こ
れ
ら
の
知
識
を
﹆
聞
く
こ
と
﹆

読
む
こ
と
﹆
話
す
こ
と
﹆
書
く
こ
と
に
よ
る
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
活
用
で
き
る
技
能
を
身
に
付
け
る
よ
う

に
す
る
。

と
あ
り
﹆
社
会
に
お
け
る
様
々
な
場
面
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
活
用
で
き
る
技
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
小
学
校
か
ら
基
礎
固

め
を
し
て
﹆
中
学
校
卒
業
時
に
﹁
聞
く
こ
と
﹂﹁
読
む
こ
と
﹂﹁
話
す
こ
と
﹂
及
び
﹁
書
く
こ
と
﹂
の
技
能
を
総
合
的
に
育
成
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

小
学
校
﹆
中
学
校
の
英
語
で
は
﹁
話
す
こ
と
﹂
の
領
域
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
学
習
指
導
要
領
で
は
従
来
﹆
話
す
こ
と
は
一
領
域

で
あ
っ
た
が
﹆
今
回
か
ら
は
小
学
校
の
中
学
年
の
外
国
語
活
動
か
ら
高
学
年
の
外
国
語
﹆
中
学
校
の
外
国
語
ま
で
一
貫
し
て
﹆
話
す
こ
と
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︹
や
り
と
り
︺
と
話
す
こ
と
︹
発
表
︺
の
二
つ
の
領
域
に
分
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
小
学
校
中
学
年
で
は
﹁
聞
く
こ
と
﹂﹆﹁
話
す
こ
と
﹂︹
や

り
と
り
︺﹆﹁
話
す
こ
と
﹂︹
発
表
︺
の
三
領
域
に
な
り
﹆
高
学
年
で
は
こ
れ
に
﹁
読
む
こ
と
﹂﹁
書
く
こ
と
﹂
が
加
わ
っ
て
五
領
域
と
な
っ

た
。
中
学
校
も
同
様
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
に
よ
れ
ば
﹁
話
す
こ
と
﹂
が
﹁
話
す
こ
と
︹
や
り
と
り
︺﹂﹁
話
す
こ
と
︹
発
表
︺﹂
に
分
か
れ

て
い
る
の
は
﹆
複
数
の
話
者
が
相
互
に
話
す
場
合
と
一
人
の
話
者
が
連
続
し
て
話
す
場
合
と
い
う
﹁
話
す
こ
と
﹂
の
特
性
の
違
い
に
よ
る
も

の
と
し
て
い
る
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
に
よ
り
﹆
五
領
域
へ
と
明
確
に
舵
を
切
っ
た
が
﹆
二
〇
一
二
年
公
表
の
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成

戦
略
﹂
に
基
い
て
翌
年
政
府
が
閣
議
決
定
し
た
英
語
教
育
の
到
達
目
標
は
﹆﹁
中
学
卒
業
段
階
で
英
検
三
級
程
度
以
上
﹆
高
校
卒
業
段
階
で

英
検
準
二
級
程
度
以
上
の
英
語
力
を
持
つ
生
徒
の
数
を
二
〇
一
七
年
ま
で
に
全
体
の
半
数
に
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
﹆

二
〇
一
七
年
度
に
全
国
の
公
立
中
高
成
に
実
施
さ
れ
た
調
査
（
（（
（

で
は
﹆
中
学
三
年
生
で
四
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
﹆
高
校
三
年
生
は
三
九
・
三

パ
ー
セ
ン
ト
と
半
数
に
は
届
い
て
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
本
論
文
で
は
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
に
焦
点
を
当
て
学
習
方
法
を
考
察
し
た
が
﹆
外

国
語
は
自
律
的
学
習
者
に
な
る
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
﹆
確
実
に
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
﹆
教
材
や
指
導
方
法
の
改
善
が
必
要
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
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