
Title 「を」の接続表現の諸相

Author(s) 山口, 堯二

Citation 語文. 1978, 34, p. 1-9

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68639

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



ド、

「を
」

の
接
続
表
現
の
諸
相

一

「
を
」
の
接
続
表
現
の
成
立
と
、
万
葉
に
お
け
る
表
現
性
の
特
色
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
拙
稿

「
『を
』
の
接
続
表
現
―
―
成
立
と
万
葉
に
お
け
る
表
現
性

―
（ｔ

」
（以
下
、
一則
稿
と
呼
ぶ
）
に
私
見
を
述
べ
た
。
本
稿
で
は
、
上
代

。
中
古

に
わ
た
る

「
を
」
の
接
続
表
現
の
諸
相
を
や
や
細
か
く
検
討
す
る
。

「
を
」
に
よ
る
接
続
表
現
の
前
旬
に
は
、
「撻
琳
成
分

（逆
述
語
）
＋
体
言
＋

を
」
と
い
う
い
わ
ば
喚
体
句
的
形
式
が
見
ら
れ
る
。
「を
」
の
接
続
形
式
は
格
助

詞

「
を
」
の
機
能
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
そ
の
成
立

に
出
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
句
の
喚
体
句
形
式
は
、
上
代
に
限
ら
ず
中

古
に
も
例
が
見
ら
れ
る
。
上
代
の
例
と
併
せ
て
示
そ
う
。

明
日
香
川
行
く
瀬
を
速
み
早
け
む
と
待
つ
ら
む
妹
乎
こ
の
日
暮
ら
し
つ

（
万
葉
―
十

一
―
二
七

一
三
）

い
く
世
し
も
あ
ら
じ
我
身
を
な
ぞ
も
か
く
あ
ま
の
か
る
も
に
思
ひ
み
だ
る

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
―
雑
下
―
九
二
四
―
読
人
し
ら
ず
）

な
か
り
し
も
あ
り
つ
つ
か
へ
る
人
の
子
を
あ
り
し
も
な
く
て
く
る
が
か
な

し
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（土
左
）

よ
ろ
づ
世
に
か
ゝ
ら
む
つ
ゆ
を
を
み
な
へ
し
な
に
思
ふ
と
か
ま
だ
き
な
る

山

口

尭

ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（後
撰
―
秋
中
―
二
八
二
―
大
輔
）

和
歌
に
は
、
主
語
述
語
を
明
ら
か
に
し
た
通
常
の
述
体
句
形
式
の
前
句
に
も

体
言
に

「
を
」
を
直
接
下
接
さ
せ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
和
歌
と
い
う
形
式
上
の

制
約
か
ら
、
そ
の
体
言
下
接
の
簡
潔
さ
だ
け
を
利
用
し
た
感
じ
が
こ
れ
ら
に
は

強
い
。し

ら
つ
ゆ
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
こ
の
は
を
ち
ゞ
に
そ
む
ら

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
―
秋
下
―
二
五
七
―
敏
Ｃ

人
の
身
も
な
ら
は
し
も
の
を
あ
は
ず
し
て
い
ざ
心
み
ん
恋
ひ
や
死
ぬ
る
と

（古
今
―
恋

一
―
五
一
八
―
読
人
し
ら
ず
）

わ
び
わ
た
る
わ
が
身
は
つ
ゆ
を
お
な
じ
く
は
君
が
ヽ
き
ね
の
草
と
き
え
な

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（後
撰
―
恋
二
―
六
五
〇
―
つ
ら
ゆ
き
）

し
か
し
、
喚
体
句
的
な
形
式
の
前
句

（倒
置
ま
た
は
後
句
省
略
の
場
合
を
含

め
る
）
は
、
中
古
の
散
文
に
も
時
に
見
ら
れ
る
。

絵
に
書
き
た
る
楊
貴
妃
の
か
た
ち
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆

か
ぎ
り
あ
れ
ば
い
と
に
は
ひ
な
し
。
太
液
の
美
蓉

・
未
央
の
柳
も
げ
に
か

よ
ひ
た
り
し
か
た
ち
を
、
唐
め
い
た
る
粧
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け

め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思
ひ
い
づ
る
に
、
花
鳥
の
色
に
も

音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方
ぞ
な
き
。
（源
氏
―
桐
壺
）



内
に
も
聞
こ
し
め
し
て
、
「あ
は
れ
、
い
か
に
物
を
お
ぼ
し
つ
ら
む
。
げ
に

あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
思
ほ
し
た
り
し
御
有
様
を
」
と
、
あ
は
れ
に
悲
し
う

お
ぼ
し
め
さ
る
。
　
　
　
　
（栄
花
―
と
り
べ
野
）

「
を
」
の
接
続
表
現
に
は
強
調
的
な

「も
の
を
」
形
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
が

（理
由
は
前
稿
に
述
べ
た
）
、
そ
の

「
も
の
」
も
本
来
は
も
ち
ろ
ん
体
言
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
体
言
下
接
の
表
現
も
、　
一
面

「も
の
を
」

に
通
じ
る
思
い
入
れ
を
感
じ
さ
せ
る
言
い
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
「を
」
に
接
続
さ
れ
た
前
後
両
句
の
意
味
関
係
に
視
点
を
移
す
。

二

上
代
に
は
、
前
句
を
根
拠
に
し
て
、
後
句
が
話
手
の
不
満

。
困
惑

・
反
発

・

悔
恨
な
ど
の
情
意
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
現
実

忌
避
的
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
情
意
で
あ
る
。
両
句
が
そ
う
い
う
意
味
関
係
に
あ

る
も
の
を
、
忌
避
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
忌
避
性
の
表
現
に
は
、
そ
の
意

味
を
よ
り
強
調
的
に
表
す
べ
く
、
「も
の
を
」
形
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。
そ

れ
も
含
め
て
、
次
に
上
代
の
例
を
示
す
。

吾
が
恋
を
夫
は
知
れ
る
遠
行
く
船
の
過
ぎ
て
来
べ
し
や
言
も
告
げ
な
む

（万
葉
―
十
１

一
九
九
八
―
人
麻
呂
歌
集
）

か
く
恋
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
吾
妹
子
に
言
間
は
ま
し
乎
今
し
悔
し
も

（
万
葉
―
十
二
―
三
一
四
一こ

百
日
し
も
行
か
ぬ
松
浦
路
今
日
行
き
て
明
日
は
来
な
む
遠
何
か
さ
や
れ
る

思はじと言ひてし物、乎、はなだけ嗣脚則絆誠和劃謙牌一心かも

ヽ
ヽ
（万
葉
―
四
―
六
五
七
―
坂
上
郎
女
）

か
く
の
み
に
あ
り
け
る
物
乎
妹
も
吾
も
千
歳
の
如
く
た
の
み
た
り
け
る

（万
葉
―
三
―
四
〇
七
―
家
持
）

逢
は
む
夜
は
い
つ
も
あ
ら
む
乎
何
す
と
か
か
の
夕
逢
ひ
て
言
の
繁
き
も

（万
葉
―
四
―
七
三
〇
―
坂
上
大
嬢
）

前
の
聖
武
天
皇
の
皇
太
子
と
定
め
賜
ひ
て
、
天
つ
日
嗣
高
御
座
の
坐
に
昇

げ
賜
ふ
物
乎
、
い
か
に
か
恐
く
私
の
父
母
兄
弟
に
及
ぶ
事
得
む
。
甚
恐
し
。

公
一五
詔
）

忌
避
性
の
表
現
は
中
古
に
も
少
な
く
な
い
。
「も
の
を
」形
も
併
せ
示
す
。

ち
る
と
み
て
あ
る
べ
き
物
を
梅
の
花
う
た
て
に
は
ひ
の
袖
に
と
ま
れ
る

（古
今
―
春
上
―
四
七
―
素
性
法
師
）

な
び
く
方
有
け
る
物
を
な
よ
竹
の
世
に
へ
ぬ
物
と
思
け
る
哉

（後
撰
―
恋
五
―
九
〇
七
―
よ
み
人
し
ら
ず
）

あ
は
れ
と
も
思
は
じ
物
を
し
ら
雪
の
し
た
に
き
え
つ
ヽ
猶
も
ふ
る
か
な

（拾
遺
―
恋

一
―
六
五
三
―
よ
み
人
し
ら
ず
）

か
う
ノ
ヽ
今
は
と
て
ま
か
る
を
、
何
事
も
い
さ
ヽ
か
な
る
こ
と
も
え
せ
で

遣
は
す
こ
と
と
書
き
て

　

（伊
勢
―

一
六
段
）

し
ば
し
は
忍
び
た
る
さ
ま
に

「
う
ち
に
」
な
ど
い
ひ
つ
ゝ
ぞ
あ
る
べ
き
を
、

い
と
ゞ
し
う
心
づ
き
な
く
お
も
ふ
こ
と
ぞ
か
ぎ
り
な
き
や
。

（蜻
蛉
―
上
）

さ
ら
に
か
や
う
の
す
き
ず
き
し
き
わ
ざ
、
ゆ
め
に
せ
ぬ
も
の
を
、
わ
が
家

に
お
は
し
ま
し
た
り
と
て
む
げ
に
心
に
ま
か
す
な
め
り
。

（枕
―
大
進
生
昌
が
家
に
）

年
ご
ろ
う
れ
し
く
お
も
だ
た
し
き
つ
い
で
に
て
た
ち
寄
り
給
ひ
し
物
を
、

か
ヽ
る
御
消
息
に
て
見
た
て
ま
つ
る
、
か
へ
す
ス
ヽ
つ
れ
な
き
命
に
も
侍

る
か
な
。　
　
　
　
　
　
　
（源
氏
―
桐
壺
）

わ
ざ
と
御
車
な
ど
思
じ
め
ぐ
ら
し
て
た
て
ま
つ
れ
給
へ
る
を
、
空
し
く
て



は
い
と
い
と
は
し
う
な
む
。
（源
氏
―
靖
蛉
）

「
を
」
の
接
続
表
現
に
は
、
上
代
以
来
そ
こ
で
言
い
さ
し
に
し
て
続
く
べ
き

後
句
を
表
現
し
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
暗
示
的
な
言
い
方
で
あ
る
。
そ
の
際
、

暗
示
さ
れ
る
の
も
、
す
で
に
挙
げ
た
例
に
通
じ
る
忌
避
的
な
情
意
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
。

ヽ吾
が
背
子
し
遂
げ
む
と
言
は
ば
人
言
は
繁
く
あ
り
と
も
出
で
て
逢
は
ま
し

（
乎

３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
―
四
―
五
三
九
―
高
田
女
王
）

つ
ゐヽ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
き
ヽ
し
か
ど
き
の
ふ
け
ふ
と
は
お
も
は
ざ
り

し
を
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

（古
今
―
哀
傷
―
八
六

一
―
業
平
）

よ
く
も
あ
ら
ぬ
か
た
ち
を
、
深
き
心
を
知
ら
で
、
あ
だ
心
つ
き
な
ば
、
後

く
や
し
き
事
も
あ
る
べ
き
を
、
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
。
（竹
取
）

い
と
お
も
は
ず
に
の
み
ぞ
世
は
あ
り
け
る
。
さ
い
は
ひ
あ
る
人
の
た
め
に

は
、
年
月
み
し
人
も
あ
ま
た
の
子
な
ど
も
た
ら
ぬ
を
。
か
く
も
の
は
か
な

く
て
、
お
も
ふ
こ
と
の
み
し
げ
し
。
（蜻
蛉
―
上
）

三

「
を
」
の
接
続
表
現
は
逆
接
か
ら
順
接
に
ま
た
が
る
。
そ
の
順
接
関
係
は
、

忌
避
性
の
表
現
に
お
け
る
前
句
が
、
同
じ
現
実
忌
避
の
情
意
か
ら
、
禁
止

・
命

令

。
希
望

・
意
志
な
ど
の
、
よ
り
能
動
的
な
情
意
の
志
向
を
示
す
後
句
を
導
く

時
、
結
果
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
句
の
意
味
と
対
立
的
な
現
実
を

否
定
す
る
形
で
導
か
れ
る
そ
の
後
旬
に
は
、
い
わ
ば
対
立
の
対
立
と
し
て
の
順

接
関
係
が
前
句
と
の
間
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
（前
稿
参
照
）。
そ
の
よ
う
な

後
句
を
導
く
も
の
を
志
向
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

上
代
の
志
向
性
に
は
、
日
語
訳
を
す
る
に
も

「
の
で
ｏ
か
ら
」
よ
り
む
し
ろ

「
の
に
」
の
適
合
す
る
例
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
両
句
の
関
係
に
は
、
い
わ
ば
逆

接
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
感
が
強
い
。
両
句
は
深
く
断
れ
て
続
い
て
い
る
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。

次叡一“は我ゎぅ識剛凌嚇数ぅ智［汝な古炒［赫嗽悧遠、も併は闘劇翡ピたま

ひ
そ
　
　
　
　
　

ヽ
ヽ
　

（記
歌
謡
―
一こ

間
の
夜
は
苦
し
き
物
乎
い
つ
し
か
と
吾
が
待
つ
月
も
は
や
も
照
ら
ぬ
か

（万
葉
―
七
―

一
三
七
四
）

世
の
中
の
常
な
き
こ
と
は
知
る
ら
む
子
情
尽
く
す
な
ま
す
ら
を
に
し
て

ちりぬれば恋ふれどしる吟雌ゴも、上の、．斜鳳だ一石断腿嘘画折りて

め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
―
春
上
―
六
四
―
よ
み
人
し
ら
ず
）

ち
り
ち
ら
ず
き
か
ま
ほ
し
き
を
ふ
る
里
の
花
見
て
か
へ
る
人
も
あ
ら
な
ん

（拾
遺
―
春
―
四
九
―
伊
勢
）

こ
の
よ
う
に
な
お
逆
接
性
の
強
い
志
向
性
の
両
句
が
、
次
の
よ
う
に
倒
置
の

関
係
に
あ
る
場
合
は
、
志
向
的
な
単
文
と
忌
避
性
と
の
二
文
と
し
て
も
、
ほ
と

ん
ど
同
等
に
理
解
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
忌
避
性
自
体
、
続
く
べ
き
後
句
を

暗
示
し
て
終
わ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
志
向
性
と
忌
避
性
と
の

連
続
性
を
最
も
よ
く
示
す
例
に
な
ろ
う
。

朝
寝
髪
吾
は
流
ら
じ
う
る
は
し
き
君
が
手
枕
触
れ
て
し
霊
鷹

（万
葉
―
十

一
―
二
五
七
八
）

秋
の
き
く
に
は
ふ
か
ぎ
り
は
か
ざ
し
て
ん
花
よ
り
さ
き
と
し
ら
ぬ
わ
が
身

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
―
秋
下
―
二
七
六
―
貫
之
）

な
ほ

「
例
の
人
の
や
う
に
、
こ
れ
な
か
く
な
い
ひ
わ
ら
ひ
そ
、
い
と
き
ん

こ
う
な
る
も
の
を
」
と
、
い
と
は
し
が
ら
せ
給
ふ
も
を
か
し
。

（枕
―
大
進
生
昌
が
家
に
）



次
の
例
に
は
、
人
々
が
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
富
士
を
仰
ぐ
こ
と
を
当
然
の
こ

と
と
確
認
主
張
す
る
情
意
が
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
志
向
性
の
後
句
省
略
と
見
ら

れ
る
。富

士
の
嶺
を
高
み
か
し
こ
み
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
物
緒

（万
葉
―
三
―
三
二
一
―
虫
麻
呂
歌
集
）

と
こ
ろ
で
、
中
古
に
な
る
と
、
忌
避
性
と
の
つ
な
が
り
を
思
わ
せ
な
い
よ
り

緊
密
な
順
接
と
い
え
る
志
向
性
の
例
も
現
れ
る
。
次
の
ご
と
き
は
、
も
し
逆
接

の
合
み
が
あ
る
と
し
て
も
、
も
は
や
明
ら
か
に
は
認
め
が
た
い
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。人

の
身
も
な
ら
は
し
も
の
を
あ
は
ず
し
て
い
ざ
心
み
ん
恋
ひ
や
死
ぬ
る
と

（古
今
―
恋

一
―
五
一
八
―
よ
み
人
し
ら
ず
）

あ
ら
は
に
な
ど
も
あ
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
を
、
夜
の
ま
に
わ
た
れ
。

（靖
蛉
―
上
）

わ
が
御
世
も
い
と
定
め
な
き
を
、
た
ゞ
人
に
て
お
は
や
け
の
御
後
見
を
す

る
な
む
、
行
く
末
も
頼
も
し
げ
な
る
こ
と
と
思
し
定
め
て

（源
氏
―
桐
壺
）

「
…
…
こ
の
扇
の
た
づ
ね
ま
ほ
し
き
ゆ
ゑ
あ
り
て
見
ゆ
る
を
、
猶
こ
の
わ

た
り
の
心
知
れ
ら
む
者
を
召
し
て
間
へ
ご

と
の
た
ま
へ
ば

（源
氏
―
夕
顔
）

「今
は
か
く
て
下
り
ゐ
な
ん
と
お
ぼ
す
を
、
さ
る
べ
き
様
に
掟
て
給

ヘ
ピ

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
　
　
　
　
（栄
花
―
い
は
か
げ
）

順
接
と
言
え
ば
、
そ
の
代
表
的
な
形
式
は
確
定
表
現
の

「ば
」
で
あ
る
が
、

「ば
」
は
、
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
明
ら
か
な
事
実
を
後
句
に
据
え
て
、
そ

の
原
因
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

朝
柏
閏
八
河
辺
の
小
竹
の
目
の
偲
ひ
て
寝
れ
者
夢
に
見
え
け
り

（
万
葉
―
十

一
―
二
七
五
四
）

ゆ
ふ
さ
れ
ば
衣
手
さ
む
し
み
よ
し
の
の
よ
し
の
の
山
に
み
ゆ
き
ふ
る
ら
し

（古
今
―
冬
―
三
一
七
―
よ
み
人
し
ら
ず
）

し
か
し
、

「
を
」
の
接
続
表
現
に
は
、
中
古
に
も
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
な
事

実
を
後
旬
に
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
確
か
な
例
は
な
い
。
同
じ
く
順
接
と
は
い

え
、
「
を
」
と

「ば
」
と
の
間
に
は
そ
れ
だ
け
表
現
性
の
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
確
定
条
件
を
表
す

「ば
」
の
前
句
と
な
る
の
は
、
客
観
的
な
事
柄
で

あ
る
が
、
「を
」
は
た
と
え
外
界
の
事
象
で
も
、
そ
れ
を
話
手
の
主
観
に
包
摂
し

て
表
現
す
る
と
い
っ
た
差
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
事
態
を
主
体
の
判

断
に
即
し
て
表
現
す
る
意
味
あ
い
が
強
い
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
「を
」

は
推
量
辞

「
じ
」
「ま
し
」
に
も
よ
く
下
接
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
確
定
の
「ば
」

は
そ
れ
ら
に
下
接
し
え
な
い

（「
ま
し
か
ば
」
は
仮
定
で
あ
る
）。
「を
」
の
主
観

性

・
即
判
断
性
は
そ
う
い
う
点
か
ら
も
指
摘
で
き
ょ
う
。
こ
れ
は
志
向
性
の
表

現
に
限
ら
な
い

「
を
」
の
接
続
表
現
全
体
の
傾
向
で
も
あ
る
が
、
順
接
に
な
る

場
合
の
後
句
が
志
向
的
で
あ
る
の
も
そ
の
傾
向
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
句
を
根
拠
に
し
て
現
実

へ
の
忌
避
的
情
意
を
導
く
忌
避
性
と
、
よ
り
能
動

的
な
志
向
を
導
く
志
向
性
と
に
お
け
る
両
句
の
関
係
は
、
い
わ
ば
目
的
論
的
で

あ
り
、
確
定
の

「ば
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
与
え
ら
れ
た
事
態
に
つ
い
て
の

因
果
論
的
な
関
係
表
示
に
は
な
じ
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

四

「
を
」
の
接
続
表
現
は
、
対
立
的
な
事
態
を
後
句
に
導
く
こ
と
が
多
い
。
先

述
の
忌
避
性
に
お
け
る
後
句
も
、
そ
れ
が
担
う
忌
避
的
情
意
は
前
句
の
事
態
や



判
断
と
対
立
す
る
現
実
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
両
句
の
事

態
が
様
相
に
お
い
て
対
立
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
忌
避
的
な
情
意

を
伴
わ
な
い
例
が
多
い
。
そ
こ
で
、
様
相
的
に
対
立
す
る
事
態
の
接
続
表
現
を

一
ま
と
め
に
し
て
、
そ
れ
を
対
立
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

対
立
性
の
中
に
は
、
狭
義
の
様
相
上
の
対
立
を
示
す
例
０
の
ほ
か
、
因
果
関

係
に
照
ら
し
て
の
対
立
を
示
す
と
見
ら
れ
る
例
同
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の

例
は
少
な
い
。

ま
ず
上
代
の
例
を
０
同
別
に
、
「も
の
を
」
形
も
併
せ
て
掲
げ
る
。

ｌａ＞
常
は
さ
ね
思
は
ぬ
物
乎
こ
の
月
の
過
ぎ
隠
ら
ま
く
惜
し
き
夕
か
も

（
万
葉
―
七
―

一
〇
六
九
）

山
の
ま
の
雪
は
消
ざ
る
乎
み
な
ぎ
ら
ふ
川
の
そ
ひ
に
は
萌
え
に
け
る
か
も

（
万
葉
―
十
１

一
八
四
九
）

よ
そ
に
の
み
見
れ
ば
あ
り
し
乎
今
日
見
て
は
年
に
忘
れ
ず
思
ほ
え
む
か
も

（万
葉
―
十
九
―
四
二
六
九
―
聖
武
天
皇
）

い
さ
さ
か
に
思
ひ
て
来
し
乎
多
砧
の
浦
に
咲
け
る
藤
見
て
一
夜
経
ぬ
べ
し

（万
葉
―
十
九
―
四
二
〇

一
―
久
米
広
縄
）

同
門
た
て
て
戸
も
さ
し
た
る
乎
い
づ
く
ゆ
か
妹
が
入
り
来
て
夢
に
見
え
つ
る

（万
葉
―
十
二
―
三
一
一
七
）

こ
の
よ
う
な
対
立
関
係
は
、
逆
接
確
定
条
件
を
表
す

「
ど

。
ど
も
」
に
よ
っ

て
も
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「ど

ｏ
ど
も
」
も
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
狭

義
の
様
相
の
対
比
国
に
も
、
因
果
関
係
に
反
す
る
対
立
的
表
現
同
に
も
用
い
ら

れ
た
。

０
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
雖

鷹̈
相
見
し
妹
は
い
や
年
さ
か
る

（万
葉
―
二
―
二
一
一
―
人
麻
呂
）

同
あ
ら
た
ま
の
五
年
雖
レ経
吾
が
恋
ふ
る
跡
な
き
恋
の
上
ま
な
く
も
怪
し

（万
葉
―
十

一
―
二
三
八
五
―
人
麻
呂
歌
集
）

こ
の
よ
う
な

「
ど

ｏ
ど
も
」
の
確
定
表
現
は
、
意
外
さ

・
不
可
解
さ
な
ど
の

気
持
を
表
す
こ
と
が
多
い
点
で
も
、
「
を
」
の
対
立
性
に
似
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
、
「を
」
の
対
立
性
は

「
ど

。
ど
も
」
の
逆
接
確
定
表
現
と
類
義
性
を
も
つ
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
両
形
式
の
間
に
は
、
先
に
志
向

性
と

「ば
」
の
順
接
確
定
表
現
と
の
差
を
指
摘
し
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
言
え

る
だ
ろ
う
。
「
ど

ｏ
ど
も
」
は

「
を
」
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
客
観
的
な
表

現

性
に
す
ぐ
れ
る
。
「
を
」
は
推
量
辞

「
じ
」
「
ま
し
」
に
よ
く
下
接
す
る
が
、

「ど

ｏ
ど
も
」
は
下
接
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

上
代
に
は
対
立
性
独
自
の
用
例

（忌
避
性
と
重
複
し
な
い
も
の
）
は
ま
だ
あ

ま
り
目
立
た
な
い
存
在
と
い
え
る
が
、
中
古
に
は
こ
の
種
の
例
が
俄
然
多
く
な

っ
て
く
る
。
ま
ず
和
歌
の
例
を
示
そ
う
。
０
は
狭
義
の
様
相
的
対
立
、
同
は
因

果
論
的
対
立
と
見
う
る
例
で
あ
る
。

０
ふ
た
つ
な
き
物
と
思
ひ
し
を
み
な
そ
こ
の
山
の
は
な
ら
で
い
づ
る
月
か
げ

（古
今
―
雑
上
―
八
八

一
―
貫
之
）

い
っ
と
て
も
月
見
ぬ
秋
は
な
き
物
を
わ
き
て
今
夜
の
め
づ
ら
し
き
哉

（後
撰
―
秋
中
―
三
二
五
―
藤
原
雅
正
）

身
は
は
や
く
な
き
物
の
ご
と
成
り
に
し
を
き
え
せ
ぬ
物
は
心
な
り
け
り

（後
撰
―
雑
三
―

一
二
一
四
―
伊
勢
）

花
ち
る
と
い
と
ひ
し
物
を
な
つ
ご
ろ
も
た
つ
や
お
そ
き
と
風
を
ま
つ
か
な

（拾
遺
―
夏
―
八
二
―
盛
明
の
み
こ
）

水
の
う
へ
と
お
も
ひ
し
物
を
冬
の
よ
の
こ
は
り
は
袖
の
も
の
に
ぞ
あ
り
け

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（拾
遺
―
冬
―
二
三
二
―
読
人
し
ら
ず
）

時
の
ま
も
心
は
そ
ら
に
な
る
も
の
を
い
か
で
す
ぐ
し
し
む
か
し
な
る
ら
ん



（拾
遺
―
恋
四
―
八
五
〇
―
実
方
）

た
ち
花
の
小
島
は
色
も
変
ら
じ
を
こ
の
浮
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ

（源
氏
―
浮
舟
）

か
か
る

（
ウ
レ
シ
イ
）
世
も
あ
り
け
る
も
の
を
限
り
と
て
君
に
別
れ
し
秋

は
い
か
に
ぞ
　
　
　
　
　
　
（更
級
）

同
じ
ら
つ
ゆ
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
こ
の
は
を
ち
ゞ
に
そ
む
ら

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（古
今
―
秋
下
―
二
五
七
―
敏
行
）

雨
ふ
れ
ど
露
も
も
ら
じ
を
か
さ
と
り
の
山
は
い
か
で
か
も
み
ぢ
そ
め
け
ん

（古
今
―
秋
下
―
二
六

一
―
元
方
）

中
古
に
は
、
散
文
に
も
こ
の
種
の
用
法
が
き
わ
め
て
多
い
。
他
の
類
に
く
ら

べ
て
、
最
も
多
い
の
が
お
そ
ら
く
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
散
文
に
は
狭
義

の
様
相
的
対
立
の
例
ば
か
り
で
、
因
果
論
的
な
対
立
性
の
確
か
な
例
は
見
え
な

い
。

く
に
人
の
心
の
つ
ね
と
し
て
い
ま
は
と
て
見
え
ざ
な
る
を
、
心
あ
る
も
の

は
恥
ぢ
ず
ぞ
な
ん
き
け
る
。
（土
左
）

父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
い
ひ
け
る
を
、
母
な
ん
あ
て
な
る
人
に
心
つ

け
た
り
け
る
。
　
　
　
　
　
（伊
勢
―

一
〇
段
）

世
の
中
の
例
と
し
て
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
物
を
、
こ
の

人
は
思
ふ
を
も
思
は
ぬ
を
も
け
ぢ
め
み
せ
ぬ
心
な
ん
あ
り
け
る
。

（伊
勢
―
六
三
段
）

そ
の
物
い
そ
ぎ
給
け
る
時
は
、
ま
も
な
く
こ
れ
よ
り
も
か
れ
よ
り
も
い
ひ

か
は
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
そ
れ
よ
り
の
ち
は
そ
の
事
と
や
な
か
り
け
ん
、

消
息
も
い
は
で
し
は
す
の
つ
ご
も
り
に
な
り
に
け
れ
ば
　
（大
和
―
三
段
）

「翁
丸
か
」
と
だ
に
言
へ
ば
、
喜
び
て
ま
う
で
来
る
も
の
を
、
呼
べ
ど
寄

り
来
ず
。
あ
ら
ぬ
な
め
り
。
（枕
―
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
）

と
き
の
ま
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
し
を
、
か
く
て
も
月
日
は
経
に
け
り
と
あ

さ
ま
し
う
思
し
召
さ
る
。
　

（源
氏
―
桐
壷
）

（源
氏

ハ
）
う
る
は
し
だ
ち
て
は
か
ス
ヽ
し
き
か
た
に
見
れ
ば
、
い
み
じ

く
あ
ざ
や
か
に
目
も
及
ば
ぬ
心
ち
す
る
を
、
又
う
ち
解
け
て
戯
れ
言
を
も

い
ひ
乱
れ
遊
べ
ば
、
そ
の
か
た
に
つ
け
て
は
似
る
物
な
く
愛
敬
づ
き
、
な

つ
か
し
く
う
つ
く
し
き
こ
と
の
並
び
な
き
こ
そ
世
に
あ
り
が
た
け
れ
。

（源
氏
―
若
莱
上
）

因
果
論
的
な
対
立
性
の
表
現
が
歌
に
は
見
ら
れ
、
散
文
に
見
え
な
い
の
は
、

な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
「を
」自
体
に
因
果
論
的
な
関
係
表
示
性
が
乏
し

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
志
向
性
の
所
で
も
、
「ば
」と
の
違
い
と
し
て

述
べ
た
。
和
歌
に
例
を
見
る
の
は
、
本
来

「ど

。
ど
も
」
が
ふ
さ
わ
し
い
因
果

論
的
な
対
立
関
係
の
表
現
に
も
、
和
歌
形
式
の
制
約
か
ら

「
を
」
で
す
ま
そ
う

と
す
る
作
意
が
働
き
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
逆
は
考
え
に
く
い
。
「を
」

の
接
続
表
現
が
順
接

。
逆
接
に
ま
た
が
る
こ
と
自
体
、
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の

因
果
論
的
な
関
係
表
示
性
の
乏
し
さ
を
物
語

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

対
立
性
の
用
例
は
忌
避
性
と
重
な
り
う
る
が
、
実
は
志
向
性
と
も
重
複
す
る

例
が
あ
る
。
前
句
が
次
の
よ
う
に
類
推
表
現
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合

が
そ
れ
で
あ
る
。

を
し
む
か
ら
恋
し
き
物
を
自
雲
の
た
ち
な
む
の
ち
は
な
に
心
ち
せ
む

（古
今
―
離
別
―
三
七

一
―
貫
之
）

こ
む
と
い
ひ
て
わ
か
る
ヽ
だ
に
も
あ
る
物
を
し
ら
れ
ぬ
け
さ
の
ま
し
て
わ

び
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
（後
撰
―
離
別
―

一
三
四

一
―
時
平
）

年
だ
に
も
十
と
て
四
つ
は
経
に
け
る
を
い
く
た
び
君
を
頼
み
来
ぬ
ら
ん

（伊
勢
―

一
六
段
）

よ
ろ
し
き
こ
と
に
だ
に
か
ゝ
る
別
れ
の
悲
し
か
ら
ぬ
は
な
き
わ
ざ
な
る
を
、



ま
し
て
あ
は
れ
に
い
ふ
か
ひ
な
し
。
（源
氏
―
桐
壺
）

か
ゝ
る
御
気
色
な
か
ら
む
に
て
だ
に
進
み
参
り
給
ふ
べ
き
を
、
ま
し
て
か

う
待
ち
き
こ
え
給
ひ
け
る
が
心
苦
し
き
こ
と
と
、
参
り
給
ふ
べ
き
こ
と
お

ぼ
し
設
く
。
　
　
　
　
　
　
（源
氏
―
若
菜
下
）

こ
れ
ら
の
前
句
は
、
後
句
の
事
態
の
程
度
や
質
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
類
推

さ
せ
る
た
め
の
根
拠
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
な
類
推
表
現
の
前
句
が
、
次

の
よ
う
に

「ば
」
の
確
定
条
件
句
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
、
そ
の
た
め

で
あ
る
。

命
長
さ
の
い
と
つ
ら
う
思
ひ
給
へ
知
ら
る
ゝ
に
、
松
の
思
は
ん
こ
と
だ
に

は
づ
か
し
う
思
ひ
給
へ
侍
れ
ば
、
百
敷
に
行
き
か
ひ
侍
ら
ん
事
は
、
ま
し

て
い
と
は
ゞ
か
り
多
く
な
む
。
（源
氏
―
桐
壷
）

類
推
表
現
と
見
う
る

「
を
」
の
対
立
性
の
表
現
に
は
、
前
句
を
根
拠
と
し
て

後
句
の
事
態
の
程
度

・
質
を
当
然
の
こ
と
と
確
認
主
張
す
る
情
意
が
あ
る
。
そ

の
意
味
で
上
述
の
志
向
性
の
表
現
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
対
立
性
は
論
理
性
の
強
い
文
体
―
文
脈
に
も
姿
を
現
す
。
漢
文
訓
読

体
の
文
章
に
は
一
般
に
用
い
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る

「
を
」
の
接
続
表
現
で
あ

（
３
）

る
が
、
対
立
性
の
類
は
次
の
よ
う
に
訓
読
文
に
も
顔
を
見
せ
る
。

久
乃
説
是
法
（と
）
い
ふ
は
〔者
〕
、
成
道
（し
）
た
ま
ひ
て
多
年
（
に
し
Ｙ
ア

（せ
）リ
カ
ド
モ、
曽
て
説
（き
）顕
（さ
む
）と
（し
た
ま
は
）（犯
ヲ、、
今
方
に

之
を
説

ハ
ム
ト
シ
テ
、
故
レ
久
（し
）
と
云
へ
り
〔也
〕
。

ヽ
ヽ
い法
華
経
玄
賛
―
三
―
平
安
中
期
淳
祐
点（て

実
に
此
の
事
は
元
（き
）
も
の
を
、
物
に
応
（じ
）
て
権
に
現
ず
。
故
に
方
便

と
言
（
ふ
）。　
　
　
　
　
　
　
（同
）

「
を
」
の
接
続
表
現
は
、
忌
避
性

・
志
向
性
に
お
い
て
情
意
性
の
強
い
表
現

に
適
応
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
対
立
性
を
代
表
と
し
て
論
理
的
な
文
の
展
開
に

も
、
そ
れ
な
り
の
使
命
を
担

っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

五

「
を
」
の
接
続
表
現
に
は
、
中
古
に
入
っ
て
意
味
的
対
立
の
い
っ
そ
う
軽
い

接
続
用
法
が
現
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
文
中
の

「
を
」
で
あ
る
。

そ
の
み
こ
、
女
を
お
ぼ
し
て
い
と
か
し
こ
う
恵
み
つ
か
う
給
ひ
け
る
を
、

人
な
ま
め
き
て
あ
り
け
る
を
、
我
の
み
と
思
ひ
け
る
を
、
又
人
き
ヽ
つ
け

て
文
や
る
。　
　
　
　
　
　
（伊
勢
―
四
三
段
）

こ
れ
は
ひ
と
り
の
女
に
懸
想
し
た
男
た
ち
の
あ
り
さ
ま
を
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔

に
述
べ
て

一
文
と
す
る
。
三
回
続
く
接
続
の

「
を
」
は
、
現
代
語

「が
」
の
軽

い
接
続
用
法
に
近
か
ろ
う
。
第

一
。
二
句
は
空
間
的
に
共
存
す
る
事
態
で
あ
ろ

う
。
菱

一一ρ

「

の
み
と
思
ひ
け
る
ど

は
、
塞

石

と
主
主
腺

等
し
く
対
等

の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
と
も
に
第
四
句

「
又
人
き
ゝ
つ
け
て
文
や
る
」

へ
と
継
起
的
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
接
続
に

「
を
」
が
用
い
ら
れ

た
所
以
は
、
共
存
と
か
継
起
と
か
い
う
関
係
に
は
直
接
の
か
か
わ
り
は
ま
ず
な

い
で
あ
ろ
う
。
接
続
関
係
に
あ
る
各
句
は
、
内
容
か
ら
い
え
ば
む
し
ろ
共
通
す

る
と
さ
え
言
え
る
。
た
だ
し
、
主
語
は
交
替
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
軽
い

饂
嬬
感
を
表
そ
う
と
す
る
意
図
は
窺
え
よ
う
か
。
上
述
の
対
立
性
の
よ
う
に
、

接
続
関
係
に
あ
る
各
旬
に
様
相
的
な
対
立
関
係
を
認
め
た
表
現
と
は
考
え
が
た

い
。
「を
」が
担

っ
て
い
る
表
現
性
は
、
対
立
性
に
お
け
る
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、

明
ら
か
に
よ
り
抽
象
的
で
あ
り
、
気
分
的
で
も
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
各
旬
の

句
と
し
て
の
抽
象
的
な
対
立
感
を
表
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
い

え
そ
う
な
も
の
で
あ
る
ｃ

次
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

朝
忠
の
中
将
、
人
の
妻
に
て
あ
り
け
る
人
に
し
の
び
て
あ
ひ
わ
た
り
け
る



を
、
女
も
お
も
ひ
か
は
し
て
、
か
よ
ひ
す
み
け
る
ほ
ど
に

（大
和
―
六
段
）

ま
し
て
物
の
聞
え
隠
れ
な
き
世
の
中
に
、
大
将
殿
わ
た
り
に
骸
も
な
く
亡

せ
に
け
り
と
聞
か
せ
給
は
ゞ
、
必
ず
思
ほ
し
疑
ふ
事
も
あ
ら
む
を
、
宮
は

た
、
同
じ
御
な
か
ら
ひ
に
て
、
さ
る
人
の
お
は
し
お
は
せ
ず
、
し
ば
し
こ

そ
忍
ぶ
と
も
お
ぼ
さ
め
、
つ
ひ
に
は
隠
れ
あ
ら
じ
。
（源
氏
―
蜻
蛉
）

第
二
例
は
、
「大
将
殿
」
と

「宮
」
と
、
ど
ち
ら
も
浮
舟
の
行
方
に
同
様
辺
リ

い
を
抱
く
だ
ろ
う
が
、
「
つ
ひ
に
は
隠
れ
あ
ら
じ
」
と
思
う
右
近
の
思
惟
を
表
す
。

主
語
は
異
な
る
が
、
内
容
は
多
分
に
共
通
す
る
二
句
の
接
続
に

「
を
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
諸
例
も
、
前
後
の
意
味
に
日
立
つ
対
立
感
は
な
い
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、

む
し
ろ
共
通
な
い
し
は
類
似
す
る
意
味
の
表
現
を
後
続
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

む
か
し
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
井
の
も
と
に
い
で
て
あ
そ
び

け
る
を
、
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ

ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。
女
は
こ
の
男
を
と
思
ひ
つ
ゝ
、

親
の
あ
は
す
れ
ど
も
聞
か
で
な
ん
あ
り
け
る
。
（伊
勢
―
二
三
段
）

人
に
く
か
り
し
心
に
思
ひ
し
や
う
は
、
命
は
あ
ら
せ
て
わ
が
思
ふ
や
う
に

お
し
か
へ
し
物
を
お
も
は
せ
ば
や
と
思
ひ
し
を
、
さ
や
う
に
な
り
も
て
い

で
、
は
て
は
う
み
の
ヽ
し
り
し
子
さ
へ
死
ぬ
る
も
の
か
。
（蜻
蛉
―
上
）

か
の
人

（
＝
匂
官
）
の
、
の
ど
か
な
る
べ
き
所
思
ひ
設
け
た
り
と
昨
日
も

の
給
へ
り
し
を
、
か
ヽ
る
こ
と

（
＝
薫
ガ
浮
舟
ヲ
京

二
移
ス
ツ
モ
リ
デ
イ

ル
コ
ト
）
も
知
ら
で
さ
思
す
ら
ん
よ
と
、
あ
は
れ
な
が
ら
も

（源
氏
―
浮
舟
）

あ
や
し
あ
さ
ま
し
と
思
ひ
て

（来
年
ノ
除
ロ
ノ
事
ガ
記
サ
レ
タ
紙
ヲ
）
と

り
あ
げ
て
、
乾
し
て
を
さ
め
た
り
し
を
、
か
へ
る
年
の
司
召
し
に
此
の
文

に
書
か
れ
た
り
し
、　
一
つ
も
違
は
ず
此
の
国
の
守
と
あ
り
し
ま
ま
な
る
を

（更
級
）

こ
の
よ
う
に
両
句
の
内
容
的
な
対
立
感
が
乏
し
く
、
互
い
に
遊
離
的
な
句
と

句
の
接
続
は
、
逆
接

・
順
接
と
い
う
概
念
で
は
も
は
や
処
理
し
に
く
い
。
順
逆

を
明
ら
か
に
し
な
い
平
板
な
接
続
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
よ
う

な
両
句
の
接
続
は
平
接
で
あ
る
と
い
え
る
。
平
接
関
係
に
あ
る

「
を
」
の
接
続

表
現
を
饂
需
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
個
々
の
例
に
お
け
る
前
後
の
饂
嬬
感
に

は
相
当
の
程
度
差
が
あ
り
、
句
と
し
て
の
対
立
感
を
表
示
し
て
い
る
と
し
か
言

え
な
い
ほ
ど
稀
薄
な
用
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
対
立
性
と
の
対
照
に
は
、
都
合

の
よ
い
点
が
あ
ろ
う
。
こ
の
類
は
対
立
性
を
母
体
に
、
そ
の
表
現
性
を
よ
り
拡

散
さ
せ
抽
象
化
し
た
も
の
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

観
酷
性
の
例
は
和
歌
か
ら
も
拾
え
る
。
次
の
ご
と
き
は
そ
れ
と
見
て
よ
か
ろ

夏
の
夜
は
ま
だ
ょ
ひ
な
が
ら
あ
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
や
ど
る
ら
ん

（古
今
―
夏
―

一
六
六
―
深
養
父
）

上
来
述
べ
て
き
た

「
を
」
の
接
続
表
現
の
主
観
性

・
即
判
断
性
は
、
こ
の
観

齢
性
の
派
生
に
と

っ
て
も

一
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
強
調
的
な

「も
の
を
」

形
は
、
饂
酷
性
に
は
現
れ
な
い
。

六

お
わ
り
に
、
本
稿
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
く
。

一
、
上
代

。
中
古
に
お
け
る

「
を
」
の
接
続
表
現
を
忌
避
性

・
志
向
性

。
対
立

性

。
饂
嬬
性
の
四
類
に
分
け
て
捉
え
る
。
忌
避
性
は
忌
避
的
な
情
意
を
特
徴
と

す
る
逆
接
で
あ
る
。
志
向
性
は
後
句
が
希
望

・
意
志
な
ど
の
主
体
的
な
志
向
を

表
す
。
こ
れ
は
、
上
記
の
逆
接
を
媒
介
と
し
て
順
接
性
を
そ
な
え
る
に
至
る
。



対
立
性
は
主
と
し
て
様
相
の
対
立
を
示
す
。
和
歌
に
は
因
果
論
的
対
立
を
示
す

に
用
い
た
例
も
あ
る
。
対
立
性
の
用
例
に
は
、
忌
避
性
と
重
な
る
も
の
が
あ
り
、

志
向
性
と
も
類
推
表
現
に
お
い
て
重
複
し
て
い
る
。
対
立
性
は
皿
齢
性
の
母
体

に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
饂
酸
性
は
意
味
上
の
対
立
感
に
乏
し
く
、
両
句
の
遊

離
性
が
日
立
ち
、
そ
の
接
続
は
順
逆
を
明
ら
か
に
し
な
い
平
接
と
い
え
る
。
こ

の
類
に
限
り
、
強
調
的
な

「も
の
を
」
形
は
現
れ
な
い
。

二
、
上
代
に
は
、
忌
避
性
と
志
向
性
の
用
例
が
多
い
。
志
向
性
は
ま
だ
忌
避
性

と
す
ぐ
れ
て
連
続
的
で
あ

っ
た
。
対
立
性
の
例
は
、
ま
だ
忌
避
性

。
志
向
性
ほ

ど
に
は
日
立
た
な
い
。
中
古
に
は
、
志
向
性
が
忌
避
性
と
切
れ
て
順
接
関
係
が

明
ら
か
に
な
る
ほ
か
、
対
立
性
の
伸
張
が
目
立
ち
、
饂
齢
性
を
加
え
て
、
上
代

よ
り

一
段
と
多
様
化
す
る
。

三
、
「を
」
の
接
続
表
現
は
、
対
立
性
に
お
い
て

「ど

。
ど
も
」
の
逆
接
確
定
表

現
と
類
義
的
に
な
る
ほ
か
、
志
向
性
に
お
い
て

「ば
」
の
順
接
確
定
表
現
と
も

類
義
的
に
な
る
。
し
か
し
、
「を
」
の
接
続
表
現
に
は
事
柄
を
主
観
に
包
摂
し
判

断
に
即
し
て
述
べ
る
性
格
が
強
く
、
前
句
を
根
拠
と
す
る
忌
避
性

・
志
向
性
の

両
句
関
係
は
目
的
論
的
で
あ
る
。
客
観
的
な
事
態
間
の
因
果
論
的
な
表
現
性
は

乏
し
い
。
順
接

・
逆
接
に
ま
た
が
る
こ
と
自
体
も
、
そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
「
を
」
の
主
観
性

。
即
判
断
性
は
姐
嬬
性
の
類
を
生
じ
る

一
因
に
も

な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注（１
）

『浜
田
教
授
退
官
記
念
国
語
学
論
集
』、
「国
語
国
文
」
４６
巻
５
号
昭
和
５２
年
５

月
号
。

（２
）

「喚
体
」
の
語
は
、
後
に
用
い
る

「述
体
」
と
と
も
に
、
山
田
孝
雄

「日
本
文

法
学
概
論
」、
森
重
敏

『
日
本
文
法
通
論
」
な
ど
に
よ
る
。

（３
）

築
島
裕

『平
安
時
代
語
新
論
」。

（４
）

中
田
祝
夫

「古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
訳
文
篇
」
に
よ
る
。

（５
）

「我
の
み
と
思
ひ
け
る
を
」
に
は
、
第
四
句
の

「又
人
」
が
そ
う
思
っ
て
い
た

と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
主
語

「又
人
」
の
位
置
と

「を
」
の
用
法
か
ら
み
て
不

自
然
で
あ
る
。

（６
）

「宮
は
た
、
同
じ
御
な
か
ら
ひ
に
て
」
以
下
も
、
「大
将
殿

（
＝
薫
と

の
心
と

す
る
解
釈
も
あ
る
。
そ
れ
な
ら
対
立
感
は
い
っ
そ
う
乏
し
く
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、

「玉
の
小
櫛
」
に

「
（前
略
）
匂
官
も
疑
ひ
給
は
ん
の
意
に
て
、
宮
は
た
と
い
へ
る

也
、
（後
略
ご

と
見
て
い
る
の
が
、
「を
」
の
用
法
か
ら
も
理
解
し
や
す
い
。

（昭
和
五
十
三
年
一
月
十
五
日
）

（本
学
　
助
教
授
）




