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り
に

一

は
じ
め
に

｢

例
示
強
調｣

を
表
す
と
さ
れ
る
助
詞
バ
シ
は
、
そ
の
確
実
な
使
用
例
を
鎌
倉

期
の
文
献
か
ら
認
め
る
こ
と
が
出
来
、
鎌
倉
期
に
続
く
室
町
期
ま
で
、
日
本
語
史

上
の
中
世
を
通
じ
て
、
会
話
文
・
心
話
文
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
と
説
か
れ
る

(

注
１)

。
中

世
期
の
バ
シ
に
関
す
る
研
究
も
、
夙
く
は
山
田
孝
雄
氏

(

注
２)

や
近
年
の
小
林
芳
規
氏

(

注
３)

(

い
ず
れ
も
鎌
倉
期)

、
坂
詰
力
治
氏

(

注
４)(

室
町
期)

な
ど
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る

(

注
５)

。

し
か
し
、
そ
の
バ
シ
が
近
世
期
以
降
、
ど
の
様
な
経
緯
で
衰
退
し
、
現
代
共
通

語
で
は
用
い
ら
れ
な
い
状
況
へ
と
至
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
無
い
。
さ
ら

に
、
中
世
期
に
続
く
近
世
前
期
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
未
だ
に
湯
澤
幸
吉
郎
氏

『

徳
川
時
代
言
語
の
研
究』

な
ど
の
概
説
書
の
他
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
論
考
が
見

出
し
難
い
の
が
実
情
で
あ
る

(

注
６)

。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
世
前
期
の
文
献
資
料
に
見
ら
れ
る
バ
シ
の
用
例
を
確

認
し
、
そ
れ
ら
の
例
に
ど
の
様
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

バ
シ
の
衰
退
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
を
探
ろ
う
と
す
る
。
検
討
の
対
象
と
し
て
特

に
注
意
す
る
の
は
、
バ
シ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
文
の
叙
述
内
容
、
ま
た
バ
シ
が

あ
ら
わ
れ
る
文
脈
・
場
面
な
ど
で
あ
る
。

二

中
世
の
バ
シ
概
観

本
節
で
は
、
近
世
前
期
の
バ
シ
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
歴
史
的
な
流
れ
を

把
握
す
る
意
味
か
ら
、
ま
ず
、
中
世
の
バ
シ
が
ど
の
様
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か

を
概
観
す
る

(

注
７)

。

バ
シ
の
語
源
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
係
助
詞
ハ
・
副
助
詞
シ
が
関

係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
初
は
俗
語
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う

(

注
８)

。
鎌
倉
期

に
お
け
る
用
法
は
、
次
に
掲
げ
る
、

１)

誠
ア
リ
テ
行
ハ
シ
シ
テ
ヰ
タ
ラ
ハ
ユ
カ
マ
ヌ
事
ニ
テ

ア
ラ
ム
ス
ル
也
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(

却
癈
忘
記

(

注
９)

・
上
６
オ)

２)
次

貝
ノ

中
ニ

マ
テ
ト

イ
フ
ア
ル
歟
如
何

マ
テ
ハ

馬
蛤
ト
モ

馬
刀
ト
モ

カ
ケ

リ

ム
マ
ツ
メ
ノ

反

馬
ノ

ツ
メ
ニ

ハ
シ
ニ
タ
ル
ナ
ラ
ム

(

名
語
記

(

注
�)

・
五
50
ウ)

３)

主
上
ハ
、
・
・
・

｢

ヤ
ヽ
仲
国
、
思
懸
ヌ
事
ナ
レ
ド
モ
、

若
小
督
ガ
ユ
ク

ヘ
バ
シ
ヤ
知
タ
ル｣

ト
ゾ
仰
ケ
ル
。

(

延
慶
本
平
家
物
語

(

注
�)

・
上
585‒

８)

４)

相
構
而
一
所
へ
ば
し
お
ち
ぬ
る
な
。
一
二
人
い
か
な
る
事
に
あ
ふ
と
も
、
残

と
ゞ
ま
る
者
な
ど
か
本
意
を
と
げ
ざ
ら
ん
。

(

保
元
物
語
中
・
為
義
降
参
の
事
139‒

10
、
為
義
↓
息
子
た
ち)

な
ど
の
例
の
様
に
、
連
用
語
、
特
に
ヲ
格
の
語
に
多
く
接
し
、
会
話
文
・
心
話
文

中
で
、
主
と
し
て
仮
定
・
推
量
・
意
志
・
疑
問
・
禁
止
な
ど
の
叙
述
内
容
を
有
す

る
文
表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
中
世
後
期
に
な
る
と
、
特
に
バ
シ
が
用
い
ら
れ
る
文
の
叙
述
内
容
で

前
代
と
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
に
掲
げ
る
、

５)

人
ハ
死
ス
ル
ヲ
イ
ヤ
カ
ル
ニ
我
ハ
ヨ
ロ
コ
フ
ハ
我
カ
心
得
ハ
シ
チ
カ
ウ
歟

(
漢
書
抄

(

注
�)

・
五
11
ウ)

６)

さ
て
は
然
う
で
ば
し
御
座
る
か
。

然
程
に
思
ぃ
や
る
程
な
ら
ば
何
し
に
苦

労
に
懸
り
ま
る
せ
う
か
。

(

捷
解
新
語

(

注
�)

・
原
刊
本
六
19
ウ
・
主)

７)

節
衣
服
ト
ハ
結
構
ナ
モ
ノ
ヲ
多
キ
タ
リ
ナ
ン
ト
ハ
シ
ス
ナ
ソ

(

史
記
抄

(

注
�)

・
一
八
20
ウ)

８)

八
島
へ
の
案
内
者
に
連
れ
て
ゆ
け
、
目
ば
し
放
す
な
。
逃
げ
て
ゆ
か
ば
射
殺

せ

(

天
草
版
平
家
物
語

(

注
�)

・
329
、
義
経
↓
郎
党)

な
ど
の
例
の
様
に
、
疑
問
・
禁
止
の
文
例
に
偏
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、

中
世
後
期
の
バ
シ
の
用
法
が
、
前
代
に
比
べ
て
よ
り
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る

(

注
�)

。

と
こ
ろ
で
、
中
世
末
期
の
日
本
語
を
記
述
し
た
文
献
で
あ
る
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の

『

日
本
大
文
典』

に
は
、
次
に
掲
げ
る
、

○
こ
の
副
詞
は
或
動
詞
の
前
に
置
か
れ
、
時
に
は
疑
問
詞
を
伴
ひ
時
に
は
伴

は
な
い
。
又
あ
る
場
合
に
多
分
と
い
ふ
意
を
表
し
、
他
の
場
合
に
は
単
に
品

位
を
加
へ
る
だ
け
で
あ
る
。

(

第
二
巻

｢

副
詞
の
構
成｣

○�
�
�
�
(

ば
し)

の
項
・
土
井
忠
生
氏
訳
本

〈
三
省
堂
〉
四
四
九
頁)

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
時
期
的
に
接
す
る
近
世
前
期
の
バ
シ
に
つ

い
て
検
討
す
る
際
に
も
参
考
と
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

後
に

｢

四

近
世
前
期
の
用
法
の
発
生
理
由｣

で
触
れ
る

(

注
�)

。

三

近
世
前
期
に
お
け
る
バ
シ
の
状
況

本
節
で
は
、
前
節
で
概
観
し
た
中
世
に
お
け
る
バ
シ
の
変
遷
を
考
慮
に
入
れ
つ

つ
、
近
世
前
期
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

近
世
前
期
の
バ
シ
に
つ
い
て
は
、
既
に

｢

一

は
じ
め
に｣

で
述
べ
た
様
に
、

湯
澤
幸
吉
郎
氏

『

徳
川
時
代
言
語
の
研
究』

に
記
述
が
あ
る
。
湯
澤
氏
は
、
周
知

の
様
に
近
松
の
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
作
品
を
中
心
と
し
た
調
査
を
行
わ
れ
、｢

｢

ば

し｣

は
文
の
中
に
在
つ
て
意
味
を
強
め
る
の
に
用
い
る
添
意
助
詞
で
あ
る
が
、
一

般
に
は
あ
ま
り
遣
わ
れ
な
く
な
り
、
武
家
社
會
の
人
の
口
か
ら
出
る
樣
で
あ
る｣

(

五
九
六
頁)

と
し
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
中
世
の
バ
シ
に
関
す
る
論
考
に
比
べ
て
も
、
こ
の
記
述
の
み
で
は
不

十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
湯
澤
氏
の
記
述
を
確
か
め
る
上
で
も
、
よ
り
広
い
範
囲

で
近
世
前
期
の
文
献
資
料
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
管
見
に
入
っ
た
近
世
前
期
の
バ
シ
の
用
例
に
つ
い
て
、
幾
つ

か
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
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ま
ず
、
主
に
近
松
以
前
の
文
献
資
料
か
ら
、
バ
シ
の
用
い
ら
れ
た
例
を
掲
げ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
る
点
は
、
湯
澤
氏
の
調
査
さ
れ
た
近
松
作
品
以
外
で
も
、
バ
シ
が

用
い
ら
れ
て
い
る
文
献
資
料
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

(

注
�)

。

例
え
ば
、
仮
名
草
子
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
、

９)

狐
申
し
け
る
は
、｢

こ
れ
を
通
ら
せ
給
ふ
は
、
た
れ
人
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ

ぞ
。
・
・
・
五
体
を
見
れ
ば
、
あ
か
は
だ
か
に
て
、
虻
ぞ
蜂
ぞ
蝿
ぞ
蟻
な
ん
ど

云
も
の
、
す
き
ま
な
く
取
り
付
き
た
り
。
た
ゞ
し
、
着
る
物
の
か
た
に
て
ば
し

侍
る
か

(

国
字
本
伊
曾
保
物
語
〈
慶
長
〜
元
和�

1596‒

1624�

頃
刊〉

・
439‒

12
、
↓
狼)

10)

又
狼
来
て
、｢

・
・
・
。
わ
れ
に
い
さ
さ
か
疵
を
付
さ
せ
給
へ
。
し
か
れ
ど

も
、
深
手
ば
し
負
せ
給
ふ
な

(

国
字
本
伊
曾
保
物
語
・
443‒

９
、
↓
犬)

11)

な
ふ
い
か
に
墓
守
殿
、
夕
此
御
寺
に
て
葬
礼
ば
し
有
け
る
か

(

竹
斎
〈
寛
永
三
〜
一
二�

1626‒

35�

年
頃
刊〉

・
123‒

８
、
播
磨
侍)

12)

津
の
国
の
な
に
は
に
つ
け
て
よ
し
あ
し
と
人
の
身
の
上
語
り
ば
し
す
な

(

浮
世
物
語
〈
寛
文
五
、
六�

1665
、
６�

年
頃
刊〉
・
352‒

９
、
和
歌)

な
ど
の
例
が
認
め
ら
れ
る
。
次
に
、
噺
本
類

(

注
�)

に
は
、
以
下
に
掲
げ
る
、

13)

何
と
其
方
ハ
気
色
ば
し
あ
し
く
て
、
ね
ら
れ
候
や
、
い
か
に

く

(

一
休
諸
国
物
語
〈
寛
文�

1661‒

73�

末
頃
刊〉

・
三
282‒

下
３
、
一
休
↓
竹
林)

14)

一
休
こ
た
へ
て
い
は
く
・
・
・
か
ま
へ
て

く
よ
そ
を
ば
し
う
ら
や
ま
し
が
り

給
ふ
な
と
、
の
べ
給
へ
ば(

一
休
諸
国
物
語
・
三
314‒

上
12
、
一
休
↓
お
と
こ)

15)

国
の
守
き
こ
し
め
し
あ
げ
さ
せ
ら
れ
、
若
其
証
拠
ば
し
有
か
と
御
尋
有
け
れ
ハ

(

宇
喜
蔵
主
古
今
咄
揃
〈
延
宝
六�

1678�

年
刊〉

・
五
６‒

下
４
、
↓
俳
諧
師
柳
上)

16)

此
比
ハ
、
は
や
そ
の
こ
と
を
打
忘
て
、
か
は
り
番
の
衆
中
の
内
に
、
何
と
そ

慮
外
ば
し
仕
給
ひ
た
る
も
の
な
ら
し
、
そ
の
覚
え
あ
る
人
は
、
急
度
仏
前
に
て

降
参
せ
ら
れ
よ

(

杉
楊
枝
〈
延
宝
八�

1680�

年
刊〉

・
四
128‒

18
、
寄
合)

17)

兄
三
郎
兵
衛
は
・
・
・
火
事
の
と
こ
ろ
に
ふ
か
入
し
て
、
煙
に
む
せ
て
死
に

給
ふ
か
。
さ
な
く
ば
、
け
が
ば
し
し
給
ふ
か

(

鹿
の
巻
筆
〈
貞
享
３
年
1686
刊〉

・
三
郎
兵
衛
の
弟
達
、
177‒

４)

18)

19)

四
郎
兵
衛
・
・
・

｢

い
か
に
、
け
が
ば
し
し
給
ふ
か
。
是
は

く｣

と

申
け
る
。
三
郎
兵
衛
申
け
る
は
、
わ
が
身
の
事
は
言
わ
ず
し
て
、｢

名
主
様
は

息
災
か
。
大
屋
殿
は
ま
め
な
る
か
。
わ
と
の
は
け
が
ば
し
せ
ぬ
か｣

と
い
ふ
。

(

鹿
の
巻
筆
・
178‒

２
、
４)

20)

妻
女
枕
元
に
よ
り
て
、｢

い
か
ゞ
御
心
ば
し
悪
し
う
御
入
候
や
。
食
事
を
も

参
ら
ず
か
や
う
に
う
ち
臥
し
給
ふ
事
、
い
か
な
れ
ば
、
御
心
に
お
ぼ
し
め
す
事

も
や
お
は
し
ま
す
か

(

鹿
の
巻
筆
・
192‒

３
、
↓
大
黒
や
長
兵
衛)

な
ど
と
い
う
例
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『

狂
言
記』

正
篇

(

注
�)(

万
治
三

〈

1660
〉

年
刊)

に
は
、
次
に
掲
げ
る
、

21)

し
て
そ
な
た
は
、
某
に
、
前
後
に
つ
い
て
ま
ふ
は
、
法
問
ば
し
、
し
て
も
み

や
う
と
、
思
や
る
か

(

宗
論
、
法
花
↓
浄
土)

22)

若
し
山
の
神
が
来
て
、
何
か
と
言
ふ
と
も
、
頭
ば
か
り
振
つ
て
、
物
ば
し
言

ふ
な

(

花
子
、
と
の
↓
く
わ
じ
や)

な
ど
の
例
が
認
め
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
例
を
通
覧
す
る
と
、
バ

シ
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ほ
ぼ
全
て
が
会
話
文
中
で
あ
っ
て
、
そ
の
担
い
手
と
し
て

は
武
士
の
他
、
僧
侶
・
町
人
や
女
性
な
ど
、
種
々
の
社
会
集
団
に
属
す
る
人
々
が

確
認
出
来
、
特
に

｢

武
家
社
會｣

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
無
い
こ
と
が
見
て
取
れ

る
(

注
�)

。次
に
、
バ
シ
の
用
い
ら
れ
た
文
の
叙
述
内
容
に
注
目
す
る
と
、
や
は
り
疑
問

(

本
稿
の
例
で
は
９)

・
11)

・
13)

・
15)

・
17)

・
18)

・
19)

・
20)

・
21))

・
禁

止

(

本
稿
の
例
で
は
10)

・
12)

・
14)

・
22))

の
意
味
を
有
す
る
例
が
殆
ど
で
あ

る
こ
と
に
気
付
く
。
疑
問
・
禁
止
は
、
共
に
対
他
性
の
強
い
表
現
で
あ
る
が
、
前

－ 47 －



項
で
触
れ
た
様
に
、
既
に
中
世
後
期
に
お
け
る
バ
シ
の
例
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
事
実
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
少
し
細
か
く
用
例
を
見
て
い
く
と
、
近
世
前
期
に
お
い
て
バ
シ
が
用
い

ら
れ
る
文
脈
で
は
、
多
く
敬
語
表
現
が
共
起
し
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
偏
り
は
、
少
な
く
と
も
本
期
の
他
の
例
示
の
役
割
を
有
す
る
助
詞

(

ナ
ド
・
ナ

リ
ト
な
ど)

の
場
合
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
特
徴
的
傾
向
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
10)

の
例

(｢

深
手
ば
し
負
せ
給
ふ
な｣)

で
は

｢

〜
せ
給
ふ｣

と
い
う
尊
敬
表
現
が
共
起
し
て
お
り

(

類
例
に
14)

・
17)

・
18)

が
挙
げ
ら
れ
よ
う)

、
13)

の
例(｢
其
方
ハ
気
色
ば
し
あ
し
く
て
、
ね
ら
れ
候
や｣)

で
は

｢

〜
ら
れ
候｣

と
い
う
尊
敬
・
丁
寧
の
複
合
表
現
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
訳
で

あ
る
。
こ
の
他
に
も
、｢

思
や
る｣

と
い
う
尊
敬
表
現

(

21)

の
例)

、｢

侍
る｣

と
い
う
丁
寧
表
現

(

９)

の
例)

や
、｢

墓
守
�｣
・｢

御
寺｣

・｢

御
心｣

な
ど
と

い
う
接
辞
に
よ
る
敬
意
表
現
の
例

(

11)

・
20)

の
例)
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
敬
語
表
現
が
共
起
し
て
い
な
い
と
思
し
い
例
は
、｢
国
の
守｣

(

15)

や

｢

と
の｣

(

22))

な
ど
身
分
の
高
い
人
物
の
発
話
か
、
も
と
も
と
敬
語
の
用
い
ら

れ
な
い
和
歌
の
例

(

12))

に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
近

世
前
期
に
バ
シ
が
用
い
ら
れ
る
場
面
と
し
て
は
、｢

武
家
社
會｣

に
お
け
る
会
話

の
他
、
敬
語
表
現
の
様
に
丁
寧
な
言
葉
遣
い
が
求
め
ら
れ
る
く
だ
り
が
想
定
さ
れ

る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
バ
シ
が
用
い
ら
れ
る
場
面
に
つ
い
て
、
既
に
掲
げ
た
近
世
前
期
の
例

か
ら
具
体
的
に
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば
、

10)

又
狼
来
て
、｢

・
・
・
。
わ
れ
に
い
さ
さ
か
疵
を
付
さ
せ
給
へ
。
し
か
れ
ど

も
、
深
手
ば
し
負
せ
給
ふ
な

と
い
う
例
は
、
飢
え
た
狼
が
、
羊
の
番
を
す
る
犬
を
自
分
の
味
方
に
し
て
羊
飼
い

を
欺
き
、
犬
に
害
が
及
ば
な
い
様
に
し
て
、
な
お
か
つ
自
分
は
羊
を
得
よ
う
と
す

る
場
面
の
も
の
で
あ
る
。
狼
が
、
主
導
権
を
持
つ
犬
の
機
嫌
を
損
ね
ぬ
た
め
、
注

意
を
払
っ
て
話
し
か
け
て
い
る
苦
心
が
見
て
取
れ
る
。
次
に
、

11)

な
ふ
い
か
に
墓
守
殿
、
夕
此
御
寺
に
て
葬
礼
ば
し
有
け
る
か

と
い
う
例
は
、
恋
い
慕
っ
て
い
た
若
衆
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
噂
を
聞
き
、
衝
撃

を
受
け
つ
つ
弔
い
の
た
め
に
黒
谷
の
墓
所
を
訪
ね
た
播
磨
侍
が
、
墓
守
に
問
う
く

だ
り
の
も
の
で
あ
る
。
厳
粛
で
、
し
か
も
緊
張
し
た
場
面
で
の
発
話
に
、
バ
シ
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
、

20)

妻
女
枕
元
に
よ
り
て
、｢

い
か
ゞ
御
心
ば
し
悪
し
う
御
入
候
や
。
食
事
を
も

参
ら
ず
か
や
う
に
う
ち
臥
し
給
ふ
事
・
・
・

の
例
は
、
夢
想
を
気
に
し
た
心
配
性
の
夫
・
長
兵
衛
が
、
物
忌
と
し
て
長
い
間
床

に
入
っ
た
ま
ま
な
の
を
心
配
し
て
、
妻
女
が
語
り
か
け
る
場
面
の
も
の
で
あ
る
。

夫
の
不
安
を
和
ら
げ
よ
う
と
、
懇
切
な
物
言
い
を
し
よ
う
と
す
る
妻
女
の
こ
と
ば

の
中
で
、
バ
シ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
例
も
、
丁
寧
な
表
現
が

相
応
し
い
場
面
・
文
脈
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
先
程
の
想
定
が
強
ち
誤
り
で
は
無
い

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
出
来
よ
う
。

四

近
世
前
期
の
用
法
の
発
生
理
由

前
節
で
は
、
近
世
前
期
に
バ
シ
が
有
し
て
い
た
用
法
上
の
特
徴
に
つ
い
て
確
認

し
た
。
本
節
で
は
、
近
世
前
期
の
用
法
が
、
特
に
前
代
の
そ
れ
と
ど
の
様
に
関
連

す
る
の
か
を
検
討
す
る
。

前
節
で
述
べ
た
様
に
、
近
世
前
期
に
お
け
る
バ
シ
は
、
疑
問
・
禁
止
の
意
味
内

容
を
有
す
る
叙
述
形
式
に
多
く
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
そ
の
場
合
敬
語
表
現
と
共
起
す

る
こ
と
が
多
く
、
主
と
し
て
丁
寧
な
言
葉
遣
い
が
求
め
ら
れ
る
場
面
・
文
脈
に
用

い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
既
に

｢

二

中
世
の
バ
シ
概
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観｣

で
掲
げ
た
ロ
ド
リ
ゲ
ス

『

日
本
大
文
典』

の
記
述
が
参
考
と
な
ろ
う
。『

日

本
大
文
典』

の
バ
シ
の
項
で
は
、
記
述
の
後
半
に

｢

単
に
品
位
を
加
へ
る｣

と
い

う
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
の
解
釈
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
今
、
通
説
に
従
え
ば
、
中
世
末
期
の
バ
シ
を
用
い
た
表
現
は

｢

上
品｣

な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

注
�)

。

そ
う
な
る
と
、
中
世
末
期
に
接
す
る
近
世
前
期
に
お
い
て
も
、
バ
シ
を
用
い
た

表
現
が
や
は
り

｢

上
品｣
な
も
の
と
し
て
通
行
し
て
い
た
蓋
然
性
は
大
き
い
と
言

え
よ
う
。
実
際
、
敬
語
表
現
が
バ
シ
と
共
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
蓋
然
性
を

裏
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
何
故
バ
シ
を
用
い
た
表
現
が

｢
上
品｣

と
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
考
え
る
上
で
、
安
田
章
氏
の
一
連
の
論
考

(
注
�)

が
有
益
な
も
の
の
様
に
思
わ
れ
る
。

安
田
氏
は
、
コ
ソ
…
已
然
形
の
係
り
結
び
が
中
世
末
期
に
は
既
に
古
い
表
現
形
式

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
が
要
求
さ
れ
る
く
だ
り
、

例
え
ば
挨
拶
表
現
な
ど
に

｢

古
語｣

故
の
品
位
を
有
す
る
コ
ソ
の
係
り
結
び
が

｢

良
ウ
コ
ソ
御
座
ッ
タ
レ
。｣

・｢

忝
ウ
コ
ソ
御
座
レ
。｣

な
ど
と
用
い
ら
れ
た
事
実

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
安
田
氏
の
論
を
援
用
す
れ
ば
、
次
の
様
な
推
論
が
出
来
よ

う
か
。
つ
ま
り
、
バ
シ
は
中
世
期
に
会
話
文
・
心
話
文
な
ど
で
用
い
ら
れ
、
そ
の

口
頭
語
的
性
格
故
に
使
い
古
さ
れ
た
結
果
、
近
世
前
期
に
は
既
に
古
め
か
し
い
語

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
古
さ
を
伴
う
こ
と
か
ら
バ
シ
に
或
る｢

上
品
さ｣

が
生
じ
た
た
め
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
の
求
め
ら
れ
る
場
面
・
文
脈
の
中
で
、
疑
問
・

禁
止
と
い
う
対
他
性
の
強
い
文
表
現
を
行
う
場
合
に
は
、
バ
シ
を
用
い
て
そ
の
強

い
対
他
性
を
和
ら
げ
る
用
法
が
存
し
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
直
ち

に
コ
ソ
の
係
り
結
び
と

｢

バ
シ
―
疑
問
／
禁
止｣

の
文
表
現
と
を
同
列
に
捉
え
る

こ
と
は
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
場
面
に
依
存
す
る
か
た
ち
で
古
め
か
し
い
表

現
が
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
、
近
世
前
期
の
バ
シ
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ

れ
る
。

ま
た
、
バ
シ
と
同
じ
様
に

｢

例
示
強
調｣

を
担
う
助
詞
デ
モ
の
勢
力
が
近
世
前

期
に
伸
張
し
つ
つ
あ
り

(

注
�)

、
次
に
掲
げ
る
、

23)

24)

屏
風
は
る
か
、
又
は
障
子
で
も
は
る
こ
と
か
。
内
証
で
は
鼻
で
も
か
む

か

(

難
波
鉦

(

注
�)

〈
延
宝
八�

1680�

年
刊〉

・
202‒

５
、
お
と
こ
↓
か
づ
ま)

25)

芝
居
は
て
け
れ
バ
む
な
し
く
か
へ
る
も
ほ
い
な
し
。
見
せ
物
で
も
ミ
ん
と
小

芝
居
へ
立
よ
り
し
に(

初
音
草
噺
大
鑑
〈
元
禄
一
一�

1698�

年
刊
〉
六
170‒

下
４)

な
ど
の
例
の
様
に
、
特
に
敬
語
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
無
く
用
い
ら
れ
始
め
て
い

た
事
実
も
、
こ
の
状
況
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
、
バ
シ
そ
の
も
の
が
何
時
頃
か
ら

｢

古
語｣

化
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う

問
題
は
、
即
座
に
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
。
ま
た
、
中
世
後
期
、
バ
シ
が
敬

語
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
が
多
い
、
な
ど
と
い
う
事
実
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
、
管
見
で
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
バ
シ
が
敬
語
表
現
と
共
起
し
た
例

は
、
既
に｢

二

中
世
の
バ
シ
概
観｣

で
掲
げ
た
６)

な
ど
の
他
、
次
に
掲
げ
る
、

26)

或
る
鹿
の
子
父
に
尋
ね
て
言
う
は
、｢

い
か
に
父
御
に
・
・
・
元
よ
り
走
ら

せ
ら
る
る
に
早
い
事
も
世
に
並
び
が
な
い
と
見
及
う
で
ご
ざ
れ
ど
も
、
何
と
し

た
子
細
で
ば
し
ご
ざ
る
ぞ
、
あ
の
犬
に
ば
か
り
こ
こ
か
し
こ
で
追
わ
れ
さ
せ
ら

る
る
は
、
何
が
一
つ
と
し
て
犬
に
劣
ら
せ
ら
る
る
事
は
あ
る
ぞ
？

(

天
草
版
伊
曾
保
物
語

(

注
�)

・
493)

27)

も
し
も
、
経
ば
し
御
存
か
と
申
事
で
御
ざ
る

(

虎
明
本
狂
言

(

注
�)

・
腹
不
立
、
所
の
者
二
↓
出
家)

28)
な
ご
り
か
ほ
な
る
秋
の
夜
の
、
虫
の
ね
も
い
と
し
け
き
、
ゆ
め
ば
し
さ
ま
し

給
ふ
な

(

虎
明
本
狂
言
・
わ
か
な
、
謡)

29)

け
ふ
よ
り
は
う
ち
へ
こ
ふ
と
ば
し
お
も
は
し
ま
す
な
、
な
ふ
は
ら
た
ち
や

(

虎
明
本
狂
言
・
は
な
ご
、
大
名
の
妻
↓
夫)
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30)

是
も
酒
が
申
す
言
葉
ぢ
や
程
に
、
然
う
ば
し
思
わ
し
ら
る
な
。

(

捷
解
新
語
・
三
19
ウ
・
客)

な
ど
の
例
の
様
に
、
種
々
の
文
献
資
料
中
か
ら
少
し
づ
つ
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
の
中
に
は
、
28)

の
例
の
様
に
、
バ
シ
が
謡
の
文
語
的
な
言

葉
に
用
い
ら
れ
る
場
合
や
、
６)

・
30)

の
例
な
ど
の
様
に
、
通
信
使
応
接
の
儀

礼
的
な
か
し
こ
ま
っ
た
会
話
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
も
存
す
る
。
従
っ
て
、
近

世
前
期
に
お
け
る
バ
シ
の
用
法
に
繋
が
る
流
れ
は
、
既
に
前
代
の
例
に
見
え
始
め

て
お
り
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
そ
の
様
な
バ
シ
の
流
れ
を
中
世
末
に
捉
え
て
記
述
し
て

い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
世
後
期
の
バ
シ
の
諸

例
に
つ
い
て
、
場
面
・
文
脈
に
即
し
た
よ
り
精
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

五

お
わ
り
に

以
上
、
近
世
前
期
の
バ
シ
の
用
法
に
つ
い
て
、
文
献
資
料
を
基
に
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
様
な
点
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

・
バ
シ
は
中
世
期
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
近
世
前
期
・
近
松
以
前

の
文
献
資
料
に
即
し
て
見
る
限
り
、
少
な
く
無
い
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
特
に｢

武
家
社
會｣

の
会
話
の
み
に
は
限
定
さ
れ
ず
、
よ
り
広
い
社
会

集
団
内
で
バ
シ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

・
近
世
前
期
に
お
け
る
バ
シ
の
用
例
は
、
叙
述
形
式
で
は
疑
問
・
禁
止
の
意
味

内
容
を
有
す
る
文
表
現
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
代
の

傾
向
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。

・
バ
シ
が
用
い
ら
れ
た
文
で
は
、
特
に
敬
語
表
現
と
の
共
起
が
目
立
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
が
求
め
ら
れ
る
場
面
・
文
脈
で
バ
シ
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
前
代
か
ら
、
バ
シ
が
徐
々
に

｢

品
位｣

を
有
す
る
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
か
も
知
れ
な
い
。

実
際
、
右
の
様
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
近
松
の
、

31)

ム
ヽ
忠
三
殿
に
お
か
さ
ま
は
な
か
っ
た
が
。
此
方
は
ど
れ
で
ば
し
ご
ざ
る
ぞ

(

冥
途
の
飛
脚
182‒

１
、
忠
兵
衛
↓
忠
三
郎
の
妻)

32)

五
十
年
六
十
年
の
女
夫
の
中
も
。
ま
ヽ
に
な
ら
ぬ
は
女
の
習
。
必
ず
わ
し
を

恨
ん
で
ば
し
下
さ
る
な

(

女
殺
油
地
獄
420‒

４
、
お
吉
↓
與
兵
衛)

33)

與
作
が
子
と
ば
し
い
や
ん
な
や
サ
ア
早
く
御
門
へ
出
や

(

丹
波
與
作
101‒

４
、
與
作
↓
息
子)

な
ど
の
例
も
、
各
々
の
場
面
に
即
し
た
よ
り
納
得
の
行
く
解
釈
が
出
来
そ
う
に
思

わ
れ
る
。

今
後
は
、
前
代
に
お
け
る
バ
シ
の
よ
り
多
角
的
な
検
討
や
、
近
世
後
期
の
状
況

の
解
明
も
求
め
ら
れ
、
ま
た
現
在
の
諸
方
言
に
残
存
す
る
バ
シ
に
つ
い
て
も
目
配

り
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

１

『

日
本
文
法
大
辞
典』

(

明
治
書
院)

の

｢

ば
し｣

の
項

(

宮
地
敦
子
氏
執
筆)

な
ど
参

照
。

２

『

平
家
物
語
の
語
法』

明
治
四
四
年
。

３
｢

中
世
片
仮
名
文
の
国
語
史
的
研
究｣

(『

広
島
大
学
文
学
部
紀
要』

特
輯
号
三
、
昭
和

四
六
年
三
月)

・｢

鎌
倉
時
代
語
研
究
の
課
題｣

(『

鎌
倉
時
代
語
研
究』

第
十
輯
、
昭
和

六
二
年
五
月)

・｢

鎌
倉
時
代
の
口
頭
語
の
研
究
資
料
に
つ
い
て｣

(『

鎌
倉
時
代
語
研
究』

第
十
一
輯
、
昭
和
六
三
年
八
月)

・｢

名
語
記
の
口
頭
語
に
つ
い
て｣

(『

鎌
倉
時
代
語
研

究』

第
十
七
輯
、
平
成
六
年
五
月)

な
ど
。

４

｢

室
町
時
代
に
お
け
る
助
詞

｢

バ
シ｣

に
つ
い
て｣

(『

小
松
英
雄
博
士
退
官
記
念
日
本
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語
学
論
集』

三
省
堂
、
平
成
五
年
。
後

『

国
語
史
の
中
世
論
攷』

(

笠
間
書
院
、
平
成

一
一
年)

に
再
録
。

５

他
に
中
世
全
期
を
通
観
さ
れ
た
論
考
と
し
て
、
安
田
章
氏

｢

助
詞�

｣
(『

岩
波
講
座
日

本
語
７
文
法
Ⅱ』

昭
和
五
二
年
。
後

『

国
語
史
の
中
世』

三
省
堂
、
平
成
八
年
に
再
録)

が
あ
る
。

６

こ
の
他
、
バ
シ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
著
述
に
、
此
島
正
年
氏

『

国
語
助
詞
の
研
究』

(

桜
楓
社
、
昭
和
四
一
年)

・
堀
内
武
雄
氏｢

特
殊
な
助
詞
の
研
究

ば
し
・
が
に
・

づ
つ
・
が
な

｣
(『

国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究』

一
二
ノ
二
、
昭
和
四
二
年
一

月)

な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
通
史
的
な
研
究
で
あ
っ
て
、
特
に
近
世
期
に
焦
点
を

当
て
た
も
の
で
は
無
い
。

７

そ
の
際
、
い
ち
い
ち
注
記
し
な
い
が
、
本
文
お
よ
び
注
に
掲
げ
た
先
行
研
究
を
参
考
と

し
た
。

８

『

日
本
語
文
法
大
辞
典』

(

明
治
書
院
、
平
成
一
三
年)

の

｢

ば
し｣

の
項

(

野
村
剛
史

氏
執
筆)

で
は
、
名
詞

｢

端｣

が
助
詞
化
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

９

高
山
寺
資
料
叢
書
第
七
冊

『

明
恵
上
人
資
料
第
二』

(
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団

編
、
東
京
大
学
出
版
会)

に
よ
っ
た
。

10

勉
誠
社
版
活
字
本

(

北
野
克
氏
編)

に
よ
っ
た
。

11

勉
誠
社
版
活
字
本

(

北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
氏
編)

に
よ
っ
た
。

12

『

続
抄
物
資
料
集
成
第
四
巻』

(

清
文
堂)

に
よ
っ
た
。

13

『

三
本
對
照
捷
解
新
語』

(

京
大
国
文
学
会
編)

に
よ
っ
た
。

14

『

抄
物
資
料
集
成
第
一
巻』
(

清
文
堂)

に
よ
っ
た
。

15

江
口
正
弘
氏

『

天
草
版
平
家
物
語
対
照
本
文
お
よ
び
総
索
引』

(

明
治
書
院)

に
よ
っ

た
。

16

山
口
尭
二
氏

｢

係
り
結
び
体
制
末
期
の
新
旧
連
立
形
式

機
能
の
新
旧
連
立
性

｣

(『

京
都
語
文』

三
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
。
後

『

構
文
史
論
考』

和
泉
書
院
、
平
成
一

二
年
に
再
録)

に
、
バ
シ
が
中
世
後
期
、
疑
問
・
禁
止
の
両
表
現
に
関
わ
る
こ
と
に
つ

い
て
の
詳
細
な
検
討
が
あ
る
。

17

ま
た
、『

日
葡
辞
書』

の

｢
�
�
�
��
(

バ
シ)｣

の
項
で
は
、

普
通
に
話
す
場
合
に
、
時
と
し
て
或
る
語
に
連
接
す
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
語

の
意
味
を
改
め
た
り
、
変
え
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
助
辞
。
例
、�

����
�
�
�
	


�
�
�

(

斬
り
ば
し
す
な)

斬
る
な
。�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�


��
�
(

な
ん
と
ば
し
ご
ざ
る
か)

そ
れ
は
ど
ん
な
具
合
で
す
か
。

(『

邦
訳
日
葡
辞
書』

〈
岩
波
書
店
〉
に
よ
っ
た)

と
い
う
語
釈
と
な
っ
て
い
る
。

18

こ
の
点
、『

日
本
語
文
法
大
辞
典』

・｢

ば
し｣

の
項

(

注
８
参
照)

で
、｢(

バ
シ
は)

江
戸
時
代
前
期
に
は
相
当
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る｣

と
あ
る
の
は
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

19

『

鹿
の
巻
筆』

以
外
の
作
品
は
、
全
て

｢

噺
本
大
系｣

(

東
京
堂
出
版)

に
よ
っ
た
。

20

北
原
保
雄
・
大
倉
浩
氏

『

狂
言
記
新
注』

(

武
蔵
野
書
院)

に
よ
っ
た
。

21

な
お
、
17)

〜
19)

の

『

鹿
の
巻
筆』

の
例
は
、
江
戸
の
砂
糖
商
の
息
子
兄
弟
の
会
話

で
あ
る
。

22

例
え
ば
注
１
文
献
や
、『

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版』

(

小
学
館)

・『

時
代
別
国
語
大

辞
典
室
町
時
代
編
四』

(

三
省
堂)

の

｢

ば
し｣

の
項
な
ど
参
照
。

23

｢

コ
ソ
の
拘
束
力｣

・｢

係
結
の
終
焉｣

(

と
も
に

『

外
国
資
料
と
中
世
国
語』

三
省
堂
、

平
成
二
年
所
収)

、
お
よ
び｢

コ
ソ
の
領
域｣

(『

国
語
史
の
中
世』

〈
注
５
参
照
〉
所
収)

。

24

拙
稿

｢

仮
定
条
件
句
末
形
式
出
自
の
助
詞
に
つ
い
て

デ
モ
・
ナ
リ
ト
モ
の
意
味

機
能
変
化

｣
(『

語
文
研
究』

八
四
、
平
成
九
年
一
二
月)

参
照
。

25

岩
波
文
庫
本
に
よ
っ
た
。

26

風
間
書
房
版
活
字
本

(

井
上
章
氏
編)

に
よ
っ
た
。

27

池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
氏『

大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
本
文
篇』

(

表
現
社)

に
よ
っ

た
。

※
用
例
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
特
に
注
記
の
無
い
も
の
は
、
全
て
岩
波

｢

日
本
古
典
文
学

大
系｣

に
よ
っ
た
。(

や
け

た
つ
ゆ
き
・
九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得)
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