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は
じ
め
に

国
語
科
教
育
に
お
け
る
書
く
こ
と
の
指
導
の
重
視
を
背
景
に
、
教
科
書
に
は

書
く
こ
と
に
関
す
る
教
材
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
教
材
の
数
だ
け
で
は
な

く
、
読
む
こ
と
や
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
と
関
連
づ
け
た
も
の
も
あ
り
、
掲
載

さ
れ
て
い
る
教
材
の
種
類
（
文
種
）
も
多
い
。
一
方
で
、
書
く
こ
と
の
教
材
が

教
科
書
全
体
で
占
め
る
ペ
ー
ジ
数
は
極
め
て
少
な
い
。
一
教
材
が
ほ
ん
の
数

ペ
ー
ジ
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
材
を
構
成
す
る
解
説
文
と
作
文
例

を
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
学
習
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
有
益
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
面
も
あ
る
。
特
に
、
ど
の
よ
う
に
書
く
か
と
い
う
記
述
に

関
す
る
解
説
に
つ
い
て
は
、
説
明
が
不
足
し
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

教
科
書
に
お
け
る
書
く
こ
と
の
教
材
を
ど
の
よ
う
に
作
成
す
る
か
、
重
要
な

問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
本
論
考
で
は
、「
調
べ
た
こ
と

を
書
く
」
レ
ポ
ー
ト
教
材
を
取
り
上
げ
て
、
解
説
文
や
作
文
例
の
特
徴
と
問
題

点
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
教
材
の
改
善
例
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

1
．
研
究
方
法

（
1
）
研
究
対
象

　

平
成
28
年
版
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
は
、
レ
ポ
ー
ト
教
材
の
代
表
的
な
も

の
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ａ
「
調
べ
て
考
え
た
こ
と
を
伝
え
よ
う　

︱「
食
文
化
」
の
レ
ポ
ー
ト
」

東
京
書
籍
、
中
2

ｂ
「
調
べ
た
こ
と
を
報
告
し
よ
う　

︱
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
︱
」

光
村
図
書
、
中
1

ｃ
「
図
表
を
用
い
て
報
告
す
る
」
教
育
出
版
、
中
1

ｄ
「
調
べ
た
こ
と
を
整
理
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
」
三
省
堂
、
中
1

　

対
象
学
年
は
、
ａ
が
中
2
で
、
他
は
す
べ
て
中
1
で
あ
る
。
内
容
は
、
ａ
と

ｄ
が
文
献
調
査
で
、
ｂ
と
ｃ
は
日
常
生
活
を
題
材
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
文
献
の
引
用
に
着
目
し
て
考
察
す
る
た
め
、

教
材
ａ
を
研
究
対
象
と
す
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
令
和
3
年
度
か
ら
使
用

予
定
の
見
本
本
を
取
り
上
げ
る
。

「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
二
号
（
令
和
三
年
三
月
刊
）

中
学
校
「
調
べ
た
こ
と
を
書
く
」
レ
ポ
ー
ト
教
材
が
か
か
え
る
問
題

︱
︱
レ
ポ
ー
ト
の
「
本
論
」
の
書
き
方
を
中
心
に
︱
︱

木

　本

　一

　成
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（
2
）
研
究
方
法

　

中
学
校
レ
ポ
ー
ト
教
材
の
特
徴
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
大
学

生
向
け
に
書
か
れ
た
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
指
南
書
で
あ
る
佐
渡
島
・
吉
野
（
2
0

0
8 1
）、
石
黒
（
2
0
1
2 2
）、
井
下
（
2
0
1
3 3
）、
佐
渡
島
ほ
か
（
2
0
2 

0 4
）
を
参
照
す
る
。
こ
れ
ら
の
指
南
書
は
、
学
術
的
な
文
章
作
成
を
目
的
に
し

て
い
る
こ
と
、
大
学
生
の
自
学
用
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
目
的
や
内
容
が
中
学
校
レ
ポ
ー
ト
教
材
と
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、

両
者
に
は
レ
ポ
ー
ト
作
成
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
、
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
で

レ
ポ
ー
ト
教
材
の
特
徴
や
問
題
点
を
顕
在
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

2
．
教
材
ａ
の
概
要

　

教
材
ａ
は
、
ク
ラ
ス
全
体
の
共
通
テ
ー
マ
と
し
た
「
食
文
化
」
の
中
か
ら
自

分
が
調
べ
た
い
題
材
を
決
め
、
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
こ
と
を
レ

ポ
ー
ト
に
書
い
て
、
互
い
に
読
み
合
う
と
い
う
学
習
で
あ
る
。
例
と
し
て
個
人

テ
ー
マ
を
「
マ
グ
ロ
・
ト
ロ
の
味
に
つ
い
て
の
評
価
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
解

説
文
と
レ
ポ
ー
ト
例
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）
教
材
の
解
説
文

　

初
め
に
教
材
の
目
標
や
学
習
計
画
を
示
し
、
そ
の
後
で
実
際
の
学
習
内
容
が
、

「
題
材
さ
が
し
↓
文
献
調
査
↓
文
章
構
成
↓
記
述
↓
相
互
交
流
」
と
い
う
活
動
の

順
序
で
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。（
見
出
し
は
原
文
の
ま
ま
。
内
容
は
論

者
に
よ
る
要
約
。）

　

①
調
査
の
テ
ー
マ
を
決
め
る

・
食
文
化
に
関
し
て
、
興
味
の
あ
る
も
の
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
書
き
出
す
。

・
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
百
科
事
典
な
ど
で
調
べ
て
掘
り
下
げ
る
。

　

②
情
報
を
集
め
、
整
理
す
る

・
マ
グ
ロ
の
味
の
評
価
に
つ
い
て
、
図
書
館
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で

調
べ
、
カ
ー
ド
に
書
き
出
す
。

　

③
構
成
を
考
え
る

・
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
1
テ
ー
マ
、
2
調
査
方
法
、
3
調
査
結
果
、

4
考
察
、
5
参
考
資
料
」
を
参
考
に
し
て
、
構
成
を
決
め
る
。

　

④
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
る

・
内
容
ご
と
に
分
け
、
見
出
し
や
小
見
出
し
を
付
け
て
書
く
。

　

⑤
読
み
合
っ
て
意
見
を
交
換
す
る

・
他
者
の
良
い
点
や
自
分
の
レ
ポ
ー
ト
の
改
善
点
な
ど
を
話
し
合
う
。

（
2
）
レ
ポ
ー
ト
例

　
「
マ
グ
ロ
・
ト
ロ
は
日
本
で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
」
と

い
う
題
名
の
レ
ポ
ー
ト
が
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
全
文
は
約
1
,3
0
0
字
。

内
容
に
は
、
江
戸
時
代
中
期
ま
で
不
人
気
だ
っ
た
マ
グ
ロ
が
、
江
戸
後
期
、
豊

漁
に
よ
る
価
格
の
急
落
や
醤
油
に
よ
る
保
存
法
や
調
理
法
の
開
発
で
人
気
に
な

り
、
さ
ら
に
、
戦
後
は
食
事
の
西
洋
化
に
伴
う
嗜
好
の
変
化
に
よ
っ
て
ト
ロ
が

好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
体
は
5
つ
の

見
出
し
で
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
本
文
は
3
つ
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に

は
、
展
開
の
順
序
、
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
、
出
典
の
明
記
な
ど
の
注
意
書
き
が
付
さ

れ
て
い
る
。（
次
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
も
の
は
、
注
意
書
き
や
ふ
り
が
な
を
削
除
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▼レポートの完成例
マグロ・トロは日本でどのように受け入れられていったのか

2 年 1 組　石田正太

1 　テーマ
　私の好きな食べ物は「すし」である。特に「トロ（マグロの中でも脂の多い腹の部分）」がいちばん
好きなすし種である。その「トロ」について調べてみると、昔はマグロそのものが今ほど人気のある食
べ物ではなかったことや、今では好まれている「トロ」が昔は見向きもされなかったことが分かり、興
味が湧いた。
　そこで、「マグロ・トロは日本でどのように受け入れられていったのか」というテーマを立てて、詳
しく調べてみることにした。

2 　調査方法
　　　　（論者による省略）

3 　調査結果
（1）マグロが不人気だったわけ
　江戸時代の中頃まで、マグロは人気がなかった。主な理由として、次の 3点が挙げられる。
　第 1に、効果的な保存ができなかった。当時、マグロは主に東北や九州で水揚げされており、人口の
多い江戸まで運ぶのに時間がかかった。冷蔵庫などもなく、白身魚と比べても、マグロのような赤身魚
は鮮度が落ちやすかった。
　第 2に、味の好みが昔と今では違っていた。「江戸料理集」（1674年）には、「マグロは、下魚でご馳
走には使えない。」（現代語訳）と書かれている。（現代語訳の引用は、「マグロのすべて」48ページよ
り）。当時は、脂っこくない淡白な食べ物が好まれており、マグロの味に対する評価は低かった。
　第 3に、マグロの呼び名がよくなかった。マグロはかつて「しび」とよばれ、「死日」を連想させる
ということから、不吉な魚とされていた。一方、カツオは「勝つ」につながるということで、人気が
あった。

（2）マグロが食べ始められた理由
　江戸時代後期には、食材としてのマグロが広く受け入れられていった。その原因として19世紀前半か
ら半ばにかけて、江戸の近海でマグロの豊漁が続き、価格が急落したことが挙げられる。人々は、新鮮
なマグロを手軽に消費し、食べきれない分はしょうゆに浸して保存した。そうすることで鮮度の低下を
防ぎ、生臭さを消すこともできた。すし店がマグロの赤身を使い始めたのもこの頃からで、切り身を
しょうゆ漬けにしてすし種にしたところから「づけ」とよばれるようになった。

（3）トロはいつから人気のすし種となったのか
　　　　（論者による省略）

4 　考察
　マグロ・トロに対する評価が変化してきた過程を調べてみると、食材の評価を決める要因がいろいろ
あることに気づく。例えば、保存のしやすさ、味、名前による印象、供給量、価格、栄養分などである。
そうした原因が、その時代の人々の価値観と結び付くことで、食文化が形成されていくのだろう。

5 　参考資料
　・「世界大百科事典」（加藤周一・編、○○社、2007年）
　・「マグロのすべて」（河野博、茂木正人・編、○○社、2007年）
　・たべもの起源事典」（西田哲・編、△△出版、2003年）
　・「江戸前の味」（長崎福三・著、□□書店。2000年）
　・「かつお・まぐろと日本人」（海老沢志朗・著、□□書店。1996年）
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す
る
と
と
も
に
、
一
部
を
省
略
し
て
い
る
。）

　

な
お
、
参
考
資
料
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
5
つ
の
文
献
は
、
一
部
が
伏
せ
ら

れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
実
在
す
る
文
献
で
あ
る
。

3
．
題
材

　
「
食
文
化
」
と
い
う
題
材
は
、
中
学
生
に
と
っ
て
身
近
で
平
易
な
話
題
で
あ
り

取
り
組
み
や
す
い
。

　

一
方
で
、
レ
ポ
ー
ト
の
題
材
と
し
て
、
環
境
や
福
祉
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の

今
日
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
教
材
化
す
る
実
践
が
あ
る
。
実
際
に
優
れ
た
実

践
事
例
も
少
な
く
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
重
要
で
は
あ
る
が
、

学
習
者
は
今
そ
の
よ
う
な
問
題
の
学
び
の
途
上
に
あ
っ
て
十
分
に
理
解
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
題
材
を
設
定
す
る
と
、
学
習

者
は
、
難
し
い
問
題
に
つ
い
て
の
知
識
の
獲
得
と
平
行
し
て
レ
ポ
ー
ト
の
書
き

方
も
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
重
の
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な

る
。

　

教
材
ａ
が
、
学
習
目
標
を
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
の
習
得
に
焦
点
化
し
、
題
材

は
身
近
で
平
易
な
も
の
に
し
た
の
は
賢
明
な
判
断
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
グ
ロ
や
ト
ロ
の
味
の
評
価
が
歴
史
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た

と
い
う
知
見
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
未
知
の
も
の
で
も
、
一
般
に
は
あ
る
程

度
知
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
食
文
化
に
関
す
る
文
献
を
調
べ
れ

ば
、
疑
問
に
応
え
る
内
容
が
書
か
れ
た
文
献
を
見
つ
け
る
の
は
容
易
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
学
生
が
文
献
を
読
ん
で
調
べ
る
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
合

学
問
的
な
文
献
調
査
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
文
献
を
探
し
出
す
学
習
を
想
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
学
習
は
、
関
連
す
る
文
献
を
さ
が
し
出
し
、
読
ん
で
内
容
を
理

解
し
て
、
文
章
に
「
ま
と
め
る
」
と
い
う
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一

方
で
調
べ
た
こ
と
を
「
報
告
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
動
機
が
あ
い
ま
い

に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
報
告
の
相
手
を
、
あ
え
て
「
マ
グ
ロ
や
ト
ロ
の
味

の
評
価
の
歴
史
に
つ
い
て
知
ら
な
い
人
」
に
限
定
し
て
報
告
文
を
書
か
せ
る
と

い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
レ
ポ
ー
ト
教
材
で
あ
り
な
が
ら
、「
報
告
す

る
」
こ
と
よ
り
も
「
ま
と
め
る
」
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
内
容
を
分

類
・
整
理
し
、
簡
潔
に
言
い
換
え
て
表
現
す
る
学
習
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
教
材ａ
の
解
説
文
に
は
、「
分
か
っ
た
事
実
や
考
え
た
こ
と
を
レ
ポ
ー

ト
の
形
式
で
ま
と
め
」
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
レ
ポ
ー
ト
の
「
形
式
」
面
に

偏
っ
た
教
材
化
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
他
社
の
教
材
に
つ
い

て
も
同
様
な
記
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
学
校
の
レ
ポ
ー
ト
教
材
の
特

徴
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
．
文
章
構
成

　

教
材
ａ
で
は
、
参
考
資
料
を
除
く
と
本
文
は
「
テ
ー
マ
」「
調
査
方
法
」「
調

査
結
果
」「
考
察
」
の
4
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
他
社
の
教
材
で
も
、
見
出

し
の
名
称
に
違
い
は
あ
る
が
分
け
方
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
教
材
ｄ
で
は
本
文

が
さ
ら
に
2
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
各
項
目
で
何
を
ど
の
よ
う
に
書

く
か
に
つ
い
て
、
教
材
ａ
で
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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1
テ
ー
マ　
　

テ
ー
マ
と
、
そ
れ
を
選
ん
だ
り
理
由
を
示
す
。

2
調
査
方
法　

ど
ん
な
方
法
で
調
べ
た
か
を
示
す
。

3
調
査
結
果　

調
べ
て
分
か
っ
た
事
実
を
中
心
に
書
く
。

4
考
察　
　
　

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
1
で
調
査
の
動
機
を
書
く
、
4
で
考
え
や
感
想
を
ま
と

め
る
な
ど
、
内
容
の
一
部
に
違
い
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
ど
の
教
材
も
よ

く
似
て
い
る
。

　

一
方
で
、
大
学
生
む
け
の
指
南
書
を
見
る
と
、
井
下
（
2
0
1
3
）
で
は
論

証
型
レ
ポ
ー
ト
の
例
と
し
て
「
序
論
」「
本
論
」「
結
論
」
の
3
部
構
成
が
示
さ

れ
て
い
る5
。「
序
論
」
が
1
.
2
に
、「
本
論
」
が
3
に
、「
結
論
」
が
4
に
相
当

す
る
と
と
ら
え
る
と
、
形
式
的
に
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
各
項
目

に
書
く
内
容
を
細
か
く
見
る
と
、
た
と
え
ば
石
黒
（
2
0
1
2
）
で
は
3
部
構

成
を
さ
ら
に
6
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る6
。

（
石
黒
の
構
成
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
論
文
で
あ
っ
て
、
レ
ポ
ー
ト
で
は

な
い
。
レ
ポ
ー
ト
の
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
「
①
~
⑥
の
い
ず
れ
か
を
取
捨

選
択
し
て
書
く
」
も
の
だ
と
い
う
。）

　

②
先
行
研
究
の
紹
介
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
明
記
は
、
中
学
生
を
想
定
す
る

と
到
達
目
標
が
高
す
ぎ
る
の
で
、
文
章
構
成
の
項
目
と
し
て
は
不
要
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
⑥
に
あ
る
「
①
~
⑤
の
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
を
要
約
」
と
い
う

箇
所
で
あ
る
。
単
に
ま
と
め
た
こ
と
を
書
く
の
で
は
な
く
、
論
証
過
程
を
示
し

て
ま
と
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
調
査
し
て
分
か
っ
た
事
実
か
ら
結
論
に

至
る
ま
で
の
筋
道
を
整
理
し
て
書
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
考
察
部

分
で
、
自
分
の
考
え
に
加
え
て
感
想
を
書
く
と
い
う
も
の
（
教
材
ｂ
・
ｃ
）
と

は
か
な
り
異
な
る
。
な
お
、
東
書
の
令
和
3
年
見
本
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

　

特
に
、「
テ
ー
マ
」
に
対
す
る
「
調
査
結
果
」
を
踏
ま
え
て
「
考
察
」
を

行
う
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
対
応
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
書
く
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

　

対
応
関
係
と
あ
る
よ
う
に
、
事
実
と
考
え
の
関
係
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

表　

論
文
の
六
つ
の
基
本
構
成

序
論
①
問
う　
　
　

目
的　
　
　

（
自
分
の
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
い
問
い

を
示
し
ま
す
。）

②
調
べ
る　
　

先
行
研
究　

（
関
連
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
、
本
研

究
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
示
し
ま
す
。）

③
選
ぶ　
　
　

資
料
と
方
法
（
問
い
を
明
ら
か
に
論
証
す
る
た
め
の

デ
ー
タ
の
概
要
と
方
法
を
示
し
ま
す
。）

本
論
④
確
か
め
る　

結
果
と
分
析
（
分
析
を
経
た
調
査
の
結
果
を
示
し
、
問

い
に
答
え
ま
す
。）

⑤
裏
づ
け
る　

考
察　
　
　

（
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
の
か
、

そ
の
理
由
を
考
え
ま
す
。）

結
論
⑥
ま
と
め
る　

結
論　
　
　

（
①
~
⑤
の
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
を
要
約
し
、

今
後
の
課
題
を
示
し
ま
す
。）
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石
黒
（
2
0
1
2
）
の
6
分
類
の
中
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
⑤
裏
づ
け

る
」
で
あ
る
。
裏
づ
け
る
と
は
、
自
分
の
考
え
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
文
献
に
関
連
す
る
内
容
が
書
い
て
あ
っ
た
場
合
、
な
ぜ

そ
の
記
述
か
ら
自
分
の
考
え
に
つ
な
が
る
の
か
を
示
し
た
り
、
ま
た
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
し
た
と
こ
ろ
特
徴
的
な
傾
向
が
見
え
た
場
合
、
な
ぜ
そ
の
傾
向
か

ら
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
判
断
の
基
準
を
示
し
た
り
、
根
拠
か
ら
主
張
に
至
る
た
め
の
理

由
づ
け
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。﹃
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語

編
﹄（
Ｈ
20
）
に
は
、「
自
分
の
考
え
の
形
成
に
関
す
る
指
導
事
項
」
と
い
う
項

に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る7
。

「
知
識
や
体
験
と
関
連
付
け
」
る
と
は
、
好
悪
な
ど
の
感
想
に
と
ど
ま
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
て
き
た
知
識
や
様
々
な
体
験
と
関
連
付
け
て
、
賛

否
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
問
題
点
を
指
摘
し
た
り
す
る
な
ど
、
具
体
的
な

も
の
に
基
づ
い
て
考
え
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、「
読
む
こ
と
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
自
分
の
考
え
の
形
成

に
は
、
知
識
や
体
験
と
の
関
連
付
け
や
、
具
体
的
な
物
事
に
基
づ
く
こ
と
の
重

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
仮
に
こ
れ
を
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
調

べ
て
分
か
っ
た
こ
と
は
、
何
に
関
連
付
け
た
り
何
に
基
づ
い
た
り
し
て
自
分
の

考
え
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
石
黒
（
2
0
1
2
）

が
示
す
「
裏
づ
け
る
」
と
い
う
活
動
は
、
知
識
や
体
験
と
関
連
付
け
て
自
分
の

考
え
を
形
成
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
他
社
の
レ
ポ
ー
ト
教

材
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

5
．
記
述

（
1
）
要
約

　

教
材
ａ
に
は
、
レ
ポ
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
書
く
か
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
の

詳
し
い
説
明
は
な
い
。「
ま
と
ま
り
ご
と
に
見
出
し
を
つ
け
る
」「
調
べ
て
分

か
っ
た
事
実
を
中
心
に
書
」
く
と
い
う
記
述
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
他
社
の
教
材
で
も
似
た
よ
う
な
状
況
で
、
書
き
方
を
詳
述
し
て
い
る
も
の

は
な
い
。
レ
ポ
ー
ト
は
「
ま
と
め
る
」
こ
と
が
主
要
な
学
習
活
動
な
の
で
、
あ

え
て
書
き
方
を
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
に
係
っ
て
、
読
書
感
想
文
と
い
う
文
種
を
批
判
的
に
検
討
し
た
竹

長
（
1
9
9
9
）
は
、
新
た
に
「
読
書
レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
文
種
を
提
案
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る8
。

　

第
三
に
、「
レ
ポ
ー
ト
」
は
、
た
だ
単
に
、
他
人
の
表
現
を
な
ぞ
る
よ
う

に
し
て
、
内
容
を
短
く
ま
と
め
る
だ
け
で
は
な
い
。
⋮（
略
）⋮
レ
ポ
ー
ト

の
文
章
構
成
や
表
現
は
、
原
則
と
し
て
、
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
手
自
身
の

「
自
分
の
言
葉
で
」
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ

ポ
ー
ト
は
、
メ
タ
言
語
的
再
構
築
=
創
造
、
な
の
で
あ
る
。
他
者
の
使
っ

た
言
葉
や
表
現
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
つ
つ
、
要
約

し
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
読
書
レ
ポ
ー
ト
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
は
あ
る
が
、
竹
長

は
、
読
書
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
を
「
創
造
」
的
な
行
為
と
し
て
と
ら
え
、「
ま
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と
め
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
言
葉
で
」
表
現
し
直
す
こ
と
の
大
切
さ

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
際
、「
他
者
の
使
っ
た
言
葉
や
表
現
を
ふ
ま
え
つ
つ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
他
者
の
言
葉
と
自
分
の
言
葉
を
区
別
し
な
が
ら
要
約
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
も
し
「
ま
と
め
る
」
と
い
う
学
習
に
こ
の
よ

う
な
意
義
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
る
の
が
よ
い
の
か
、

そ
の
説
明
を
教
材
の
解
説
文
の
中
で
詳
述
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

（
2
）
文
章
表
現

　
「
テ
ー
マ
」「
調
査
方
法
」
な
ど
の
見
出
し
を
つ
け
た
各
項
目
で
、
ど
ん
な
内

容
を
書
く
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
書
く
か
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
記
載
が
な
い
。
例
え
ば
、
研
究
テ
ー
マ
を
書
く
際
に
よ
く
用
い
る

キ
ー
ワ
ー
ド
や
文
型
を
示
し
た
り
、
本
論
で
出
来
事
の
経
緯
や
対
照
的
な
二
つ

の
事
柄
を
書
く
際
に
使
わ
れ
る
典
型
的
な
表
現
を
示
し
た
り
、
と
い
う
説
明
が

な
い
。
こ
の
よ
う
な
学
習
事
項
は
小
学
校
の
教
科
書
で
説
明
ず
み
な
の
で
省
略

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
学
生
む
け
の
指
南
書
で
は
詳
細
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
井
下
（
2
0
1
3
）
は
、
学
術
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ポ
ー
タ
ル
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
論
文
を
複
数
読
め
ば
「
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
の
表
現
に
は
、
共
通

し
た
構
成
が
あ
る
こ
と
、
接
続
表
現
も
論
理
展
開
に
応
じ
て
、
共
通
し
た
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
述
べ
た
後
で
、
論
証
型
レ
ポ
ー
ト
で

よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
例
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る9
。
ま
た
、
石
黒
（
2
0

1
2
）
は
、
論
文
の
文
体
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う10
。

論
文
は
名
詞
が
中
心
の
ジ
ャ
ン
ル
で
す
。
専
門
性
が
高
く
、
情
報
密
度
の

濃
い
内
容
を
正
確
に
伝
え
る
に
は
名
詞
が
適
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
方
、

主
観
性
の
強
い
形
容
詞
や
副
詞
は
論
文
に
な
じ
ま
ず
、
そ
の
使
用
が
避
け

ら
れ
る
こ
と
で
独
特
な
文
体
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

　

真
実
を
客
観
的
に
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
文
章
ゆ
え
に
、
名
詞
が
多
く

形
容
詞
や
副
詞
が
少
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
学
習
者
が
レ
ポ
ー
ト
の
文
体
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
と
き
に
有
益
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
教
材
ａ
の
レ
ポ
ー
ト
例
の
文
体
を
項
目
（
見
出
し
）
ご
と
に
見

る
と
、「
3
調
査
結
果
」
だ
け
が
他
の
も
の
と
違
う
こ
と
に
気
づ
く
。
他
の
項
目

に
は
次
の
よ
う
な
文
が
多
い
。

1
テ
ー
マ

・
私
の
好
き
な
食
べ
物
は
「
す
し
」
で
あ
る
。

・
そ
こ
で
、
⋮（
略
）⋮
と
い
う
テ
ー
マ
を
立
て
て
、
詳
し
く
調
べ
て
み

る
こ
と
に
し
た
。

2
調
査
方
法

・
学
校
図
書
館
や
⋮（
略
）⋮
調
べ
て
基
本
情
報
を
集
め
る
。

4
考
察

・
そ
う
し
た
原
因
が
、
⋮（
略
）⋮
食
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ

う
。

　

こ
れ
ら
の
文
は
、
書
き
手
自
身
が
自
分
の
嗜
好
や
思
い
、
考
え
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
文
末
に
見
ら
れ
る
断
定
、
推
測
な
ど
の
表
現
か
ら
は
、
判
断
や
動

作
の
主
体
が
学
習
者
自
身
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
3
調
査
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結
果
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
ば
か
り
が
出
て
く
る
。

3
調
査
結
果

・
江
戸
時
代
の
中
頃
ま
で
、
マ
グ
ロ
は
人
気
が
な
か
っ
た
。

・
す
し
店
で
マ
グ
ロ
の
赤
身
を
⋮（
略
）⋮「
づ
け
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

・
背
景
と
し
て
、
日
本
人
の
好
み
が
、
⋮（
略
）⋮
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
は
、
事
物
や
事
象
を
主
語
に
し
た
断
定
表
現
で
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
断
定
表
現
に
は
、
書
き
手
の
思
い
や
考
え
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
こ
と
を
示
す
直
接
的
な
表
現
は
な
い
。
竹
長
（
1
9
9
9
）
の
い

う
「
自
分
の
言
葉
で
」
書
か
れ
て
い
な
い
。
明
ら
か
に
、
他
の
箇
所
と
は
書
き

方
が
異
な
る
。

　

こ
の
「
3
調
査
結
果
」
の
部
分
の
書
き
方
が
他
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
部
分

が
、「
マ
グ
ロ
・
ト
ロ
は
日
本
で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
」

と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、
調
べ
た
文
献
に
書
か
れ
て
い
た
内
容
を
整
理
し
、
要

約
し
た
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
注
意
書
き
に
は
「
調
べ
て
分
か
っ
た
事
実
を
中

心
に
書
き
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
準
じ
て
分
か
っ
た
こ
と
だ
け
が
こ
こ
に
は
書
か

れ
て
い
る
。

　

要
約
を
書
く
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
の
が
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
異
な
る
二
種
類
の
文
体
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。

レ
ポ
ー
ト
に
慣
れ
て
い
な
い
学
習
者
の
実
態
を
考
慮
す
る
と
、
二
種
類
の
文
体

を
用
い
て
書
き
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て
解
説
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
学
習

者
に
文
体
を
意
識
せ
ず
に
書
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
表
現
の
主
体
が
わ
か
る
よ

う
に
、「
3
調
査
結
果
」
の
項
の
最
初
に
、「
以
下
の
内
容
は
、
文
献
を
読
ん
で

要
約
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
お
く
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
、

他
の
箇
所
と
同
じ
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）
引
用

　
「
3
調
査
結
果
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
江
戸
料
理
集
」（
1
6
7
4
年
）
に
は
、「
マ
グ
ロ
は
、
下
魚
で
ご
馳
走
に

は
使
え
な
い
。」（
現
代
語
訳
）
と
書
か
れ
て
い
る
（
現
代
語
訳
の
引
用
は
、

「
マ
グ
ロ
の
す
べ
て
」
48
ペ
ー
ジ
よ
り
）。

　

こ
こ
で
は
、
出
典
を
示
し
て
引
用
す
る
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
他
の
参
考
文
献
に
は
類
似
の
内
容
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
、
あ
え
て
さ
き
の
よ
う
に
引
用
す
る
必
要
は
な
い
。

・﹃
江
戸
風
俗
志
﹄
に
、「
サ
ツ
マ
イ
モ
・
カ
ボ
チ
ャ
・
マ
グ
ロ
等
は
甚
だ

下
品
に
て
、
町
人
も
表お
も
て
だ
な

店
住
の
者
は
、
食
す
る
事
を
恥
づ
る
體て
い

也
」
と

あ
る11
。

・
ま
ぐ
ろ
は
生
産
地
が
江
戸
か
ら
遠
隔
で
あ
っ
た
た
め
、
鮮
度
の
よ
い
魚

が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
魚
は
下
魚
（
低
級
な
魚
）
と

み
ら
れ
て
い
た12
。

・「
江
戸
風
俗
志
」
に
も
延
享
年
間
（
一
七
四
四
︱
四
八
）
ま
で
は
「
鮪
や

甘
藷
、
南
瓜
な
ど
は
下
品
な
食
物
で
、
町
人
で
も
表
店
住
い
の
者
は
恥



─　　─23

づ
る
体
な
り
」
と
あ
り
、
天
保
（
一
八
三
〇
年
）
以
降
、
こ
れ
ら
の
物

も
客
に
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す13
。

　

こ
こ
で
引
用
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
学
習
指
導
要
領
解
説
」（
Ｈ
20
）

の
「
課
題
に
沿
っ
て
本
を
読
み
、
必
要
に
応
じ
て
引
用
し
て
紹
介
す
る
言
語
活

動
」
と
い
う
事
項
を
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
る14
。
レ
ポ
ー
ト
の
欄
外
に
は
、「
引

用
箇
所
は
か
ぎ
括
弧
で
く
く
り
、
出
典
を
示
す
」
と
注
意
書
き
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
教
材
ａ
で
は
、
文
献
を
引
用
し
て
書
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
取
り
上
げ
た
箇
所
は
、
出
典
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用

し
た
も
の
だ
が
、「
3
調
査
結
果
」
に
書
か
れ
て
い
る
他
の
箇
所
の
内
容
も
、

「
5
参
考
資
料
」
で
示
さ
れ
て
い
る
文
献
の
内
容
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
て
、
文

献
を
参
照
し
て
い
る
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
。
引
用
か
要
約
か
の
手
続
き
が

違
う
だ
け
で
あ
る
。
手
続
き
の
違
い
と
し
て
み
た
と
き
、
引
用
に
つ
い
て
は
そ

の
説
明
が
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
要
約
に
つ
い
て
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。
注
で
、「
調
べ
て
分
か
っ
た
事
実
を
中
心
に
書
き
」
と
示
す
の
で

は
な
く
、
た
と
え
ば
「
複
数
の
文
献
で
調
べ
た
内
容
を
要
約
し
て
書
く
」
と
示

す
方
が
学
習
者
に
は
分
か
り
や
す
い
。

　

な
お
、
指
南
書
で
は
文
献
か
ら
の
要
約
も
引
用
の
一
つ
と
み
な
し
、
要
約
し

て
引
用
す
る
こ
と
を
、
井
下
（
2
0
1
3
）
は
「
間
接
引
用
」
と
い
い15
、
佐
渡

島
・
吉
野
（
2
0
0
8
）
は
「
要
約
引
用
」
と
い
う16
。
ま
た
佐
渡
島
ほ
か
（
2

0
2
0
）
は
、
要
約
引
用
の
場
合
で
も
「
文
章
中
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
文

献
内
容
の
説
明
で
あ
る
の
か
が
読
者
に
分
か
る
よ
う
に
し
、
出
典
を
必
ず
示
す

必
要
が
あ
る
」
と
い
う17
。

6
．
本
論
部
分
の
修
正
の
た
め
に

（
1
）
引
用
の
意
義
と
実
際

　

大
学
生
が
レ
ポ
ー
ト
作
成
で
引
用
す
る
意
義
は
、
た
と
え
ば
石
黒
（
2
0
1

2
）
の
「
自
分
の
研
究
が
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
流
れ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

位
置
を
占
め
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
を
示
す
」
た

め
と
い
う
よ
う
に
、
学
術
研
究
に
あ
る18
。
し
か
し
、
国
語
科
の
書
く
こ
と
の
学

習
の
一
つ
と
し
て
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
を
学
ぶ
中
学
生
に
は
、
こ
れ
は
直
接
的

に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

　

引
用
の
意
義
に
か
か
わ
っ
て
「
学
習
指
導
要
領
解
説
」（
Ｈ
20
）
に
は
、「
説

得
力
の
あ
る
文
章
」
に
す
る
た
め
に
、「
客
観
性
や
信
頼
性
の
高
い
資
料
を
選

ん
で
用
い
る
こ
と
が
重
要
」
と
あ
る19
。
客
観
性
が
ひ
と
り
よ
が
り
で
な
い
こ
と

を
指
す
と
す
れ
ば
、
引
用
は
、
他
者
の
考
え
や
他
者
が
作
成
し
た
資
料
を
自
分

の
文
章
の
中
に
取
り
入
れ
る
過
程
で
、
自
分
自
身
の
考
え
の
相
対
化
・
対
象
化

を
促
す
と
い
う
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
信
頼
性
が
も
の
ご
と
の

論
理
的
な
筋
道
を
指
す
と
す
れ
ば
、
引
用
は
、
も
の
ご
と
を
い
く
つ
か
の
ま

と
ま
り
に
分
け
関
係
づ
け
る
思
考
を
促
す
と
い
う
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で 

き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
内
容
を
教
材
の
解
説
文
と
い
う
形
で
示
せ
ば
、
た
と
え
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

（
1
）
引
用
の
意
義

　
「
引
用
」
は
、
公
開
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
著
作
権
を
保
護
し
た
り
、
先
人
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の
学
術
的
な
成
果
を
ふ
ま
え
て
研
究
を
進
め
た
り
す
る
上
で
と
て
も
重
要

な
手
続
き
で
す
。
こ
の
単
元
で
は
芸
術
作
品
の
創
作
や
学
術
的
な
研
究
を

目
標
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
引
用
す
る
こ
と
の
意
義
を
次
の

よ
う
に
と
ら
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
他
者
の
考
え
や
他
者
が
作
成
し
た
資
料
を
自
分
の
文
章
の
中
に
取
り

入
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
他
者
と
比
べ
た
り
と
ら
え
直
し
た

り
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
り
ま
す
。

・
他
者
の
考
え
や
他
者
が
作
成
し
た
資
料
と
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に

区
別
し
て
書
く
こ
と
で
、
物
事
を
分
け
た
り
関
係
づ
け
た
り
す
る
と

い
う
論
理
的
な
思
考
を
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
り
ま
す
。

（
2
）
引
用
の
目
的

　

引
用
す
る
目
的
に
は
、「
根
拠
に
な
る
内
容
を
取
り
上
げ
て
自
分
の
主
張

を
補
強
す
る
た
め
」「
あ
え
て
異
な
る
主
張
を
取
り
上
げ
て
否
定
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
主
張
を
補
強
す
る
た
め
」「
特
に
注
目
す
べ
き
箇
所
を
強
調
す

る
た
め
」「
補
足
的
な
内
容
を
付
け
足
す
た
め
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
目
的

を
明
確
に
し
て
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

（
3
）
引
用
の
実
際

　

次
に
示
す
の
は
、
本
論
の
中
で
補
足
的
な
内
容
を
付
け
足
す
と
い
う
目

的
で
引
用
す
る
場
合
の
事
例
で
す
。
自
分
の
言
葉
と
他
者
の
言
葉
が
区
別

し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

︿
例
﹀

　

日
本
人
が
古
く
か
ら
マ
グ
ロ
を
食
べ
て
い
た
証
拠
と
し
て
、
他
の
文

献
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、﹃
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
と
日
本
人
﹄

で
は
、「
万
葉
集
」
を
取
り
上
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る20
。

　

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
つ
い
て
、
山
部
赤
人
（
奈
良
前
期
の
歌
人
）
が
詠

ん
で
い
ま
す
。

や
す
み
し
し
吾
が
大
君
の
神
な
が
ら
高
知
ら
せ
る
印
南
野
の
大

海
原
の
あ
ら
た
へ
の
藤
井
の
浦
に
鮪し
び

釣
る
と
海あ

ま女
船
さ
わ
ぎ

（
巻
六
・
九
三
八
）

（
わ
が
大
君
が
神
意
の
ま
ま
に
高
々
と
宮
を
造
り
住
ま
わ
れ
る
。

印
南
野
の
大
海
の
原
の
（
あ
ら
た
へ
の
）
藤
井
の
浦
に
ま
ぐ
ろ

を
釣
ろ
う
と
海
女
船
は
騒
い
で
い
る
⋮（
略
）⋮
）

　

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、
当
時
ま
ぐ
ろ
は
釣
り
や
、
漁
火
を
灯
し
て
銛

で
突
く
方
法
に
よ
っ
て
漁
獲
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
マ
グ
ロ
は
江
戸
時
代
よ
り
も
は
る
か
昔
、
奈
良
時

代
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
漁
法
に
つ
い
て
も
釣
り
や

漁
り
火
を
灯
し
て
銛
で
突
く
と
あ
る
の
で
、
船
で
沖
合
ま
で
出
て
捕
っ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）
分
析
の
手
続
き
の
記
載

　

レ
ポ
ー
ト
作
成
で
、
調
べ
て
分
か
っ
た
こ
と
を
書
く
の
は
重
要
な
こ
と
で
あ

る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
分
か
っ
た
の
か
、
そ
の
手
続
き
を
書
く
こ
と
も
同
様

に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
例
の
場
合
は
、
本
を
調
べ
た
ら

疑
問
に
関
す
る
内
容
が
書
か
れ
て
い
た
、
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
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で
あ
る
。「
5
参
考
資
料
」
に
は
、
5
つ
の
文
献
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
献

の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
ど
の
文
献
に
も
類
似
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
例
で
は
、
文
献
か
ら
類
似
な
内
容
を
抽

出
す
る
と
い
う
手
続
き
が
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

レ
ポ
ー
ト
を
論
理
的
な
文
章
に
す
る
に
は
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
手
続
き
を

「
3
調
査
結
果
」
に
書
き
加
え
る
の
が
よ
い
。
そ
れ
を
教
材
の
解
説
文
と
い
う
形

で
示
せ
ば
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
1
）「
3
調
査
結
果
」
で
取
り
上
げ
る
内
容

・
何
が
分
か
っ
た
か
、
分
か
っ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
ま
し
ょ

う
。

・
ど
の
よ
う
に
し
て
分
か
っ
た
の
か
、
そ
の
方
法
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

（
2
）
判
断
の
拠
り
所

・
何
を
拠
り
所
と
し
て
調
べ
た
こ
と
が
「
正
し
い
」
と
判
断
し
た
の
か

を
示
し
ま
し
ょ
う
。（
調
べ
た
こ
と
が
「
正
し
い
」
と
い
う
裏
づ
け
を

し
ま
す
。）

（
3
）
書
き
方
の
実
際

・
次
に
示
す
の
は
、
5
つ
の
参
考
資
料
を
ど
の
よ
う
に
参
照
し
て
ま
と

め
た
か
と
い
う
手
続
き
を
示
し
た
う
え
で
、
分
か
っ
た
こ
と
を
ま
と

め
て
書
い
た
も
の
で
す
。
手
続
き
の
書
き
方
を
参
考
に
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

︿
例
﹀3　

調
査
結
果

　

図
書
館
で
食
べ
物
と
し
て
の
マ
グ
ロ
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
5

つ
の
資
料
が
見
つ
か
っ
た
。（
そ
の
う
ち
2
つ
は
同
一
作
者
の
も
の
な
の

で
、
実
際
に
は
4
種
類
に
な
る
。）
次
に
、
こ
の
中
で
3
つ
以
上
の
資
料

に
同
じ
内
容
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
内
容
だ
と
判
断
し

た
。
ま
た
、
ま
と
め
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
最
も
詳

し
く
書
か
れ
た
資
料
を
も
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
を
整
理
し
た
の
が
次

の
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
マ
グ
ロ
が
不
人
気
だ
っ
た
わ
け

　

江
戸
時
代
の
中
頃
ま
で
、
マ
グ
ロ
は
人
気
が
な
か
っ
た
。
主
な
理

由
と
し
て
、
⋮（
略
）⋮
。

7
．
結
論

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
教
材
ａ
の
解
説
文
や
レ
ポ
ー
ト
例
に
は
、
次

の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
課
題
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

・
複
数
の
文
献
を
読
ん
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
た
箇
所
で
あ
る
こ
と

を
、「
要
約
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
明
確
に
説
明
し
て
い
な
い
。

・
調
べ
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
裏
づ
け
る
」
と
い
う
処
理

が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

・
レ
ポ
ー
ト
で
よ
く
用
い
る
典
型
的
な
表
現
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

・
文
体
が
他
の
箇
所
と
異
な
り
、
書
き
手
自
身
の
主
体
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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・
引
用
す
る
目
的
が
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、「
引
用
の
意
義
と
実
際
」「
分
析
の
手

続
き
の
記
載
」
を
書
き
加
え
た
解
説
文
の
案
を
示
し
た
。

〈
引
用
文
献
〉

1　

佐
渡
島
沙
織
・
吉
野
亜
矢
子
（
2
0
0
8
）﹃
こ
れ
か
ら
研
究
を
書
く
ひ
と

の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹄
ひ
つ
じ
書
房

2　

石
黒
圭
（
2
0
1
2
）﹃
こ
の
1
冊
で
き
ち
ん
と
書
け
る
！　

論
文
・
レ

ポ
ー
ト
の
基
本
﹄
日
本
実
業
出
版
社

3　

井
下
千
以
子
（
2
0
1
3
）﹃
思
考
を
鍛
え
る
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
作
成
法
﹄

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

4　

佐
渡
島
沙
織
・
オ
リ
ベ
イ
ラ
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
嶼
田
大
海
・
デ
ル
グ
レ
ゴ
、

ニ
コ
ラ
ス
（
2
0
2
0
）﹃
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
を
さ
ら
に
よ
く
す
る
「
引

用
」
ガ
イ
ド
﹄
大
修
館
書
店

5　

3
に
同
じ
。pp. 36 –37 .

6　

2
に
同
じ
。pp. 16 –18 .

7　

文
部
科
学
省
（
2
0
0
8
）﹃
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
﹄
東

洋
館
出
版p. 56

8　

竹
長
吉
正
（
1
9
9
9
）﹃
読
書
レ
ポ
ー
ト
の
誕
生
﹄
東
洋
館
出
版
社p. 20

9　

3
に
同
じ
。p. 54

10　

2
に
同
じ
。p. 125

11　

岡
田
哲 

編
（
2
0
0
3
）﹃
た
べ
も
の
起
源
事
典
﹄
東
京
堂
出
版p. 424

12　

長
崎
福
三
（
2
0
0
0
）﹃
江
戸
前
の
味
﹄
成
山
堂
書
店p. 103

13　

海
老
沢
志
朗
（
1
9
9
6
）﹃
ま
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
と
日
本
人
﹄
成
山
堂
書
店

p. 20

14　

7
に
同
じ
。p. 39

15　

3
に
同
じ
。pp. 107 –108 .

16　

1
に
同
じ
。pp. 80 –84 .

17　

4
に
同
じ
。p. 6

18　

2
に
同
じ
。p. 30

19　

7
に
同
じ
。p. 70

20　

13
に
同
じ
。pp. 18 –19 .

（
広
島
経
済
大
学
）




