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古
代
語

・
現
代
語
の

「逆
接
」

―
―
古
代
語
の
ト
モ

・
ド
モ
に
よ
る
意
味
対
立
を
中
心
に
―
―

一
　
は
じ
め
に

古
代
語
の

「逆
接
条
件
」
と
言
わ
れ
る
ト
モ
と
ド
モ

（
ド
も
含
め
る
）
は
、

ト
モ
が
仮
定
条
件

（
を
厳
し
、
ド
モ
が
恒
常
条
件
と
確
定
条
件
を
表
す
と

一
般

に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

仮
定
条
件
…
…
死
す
と
も
己
ま
じ
。

逆
接
条
件
　
　
恒
常
条
件
…
…
君
子
は
身
死
す
れ
ど
も
志
を
改
め
ず
。

確
定
条
件
…
…
急
ぎ
し
か
ど
も
乗
り
後
れ
た
り
。

（小
林

（
一
九
九
六

一
一
一
じ

ま
た
、
恒
常
条
件
は
、
現
代
語
に
お
い
て
テ
モ
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

（た
と
え
ば
、
「
君
子
は
死
ん
で
も
志
を
改
め
な
い
し

と
さ
れ
る

（此
島

一

九
六
六
）
か
ら
、
結
局
古
代
語
と
現
代
語
の

「逆
接
条
件
」
は
次
の
よ
う
な

相
違
を
見
せ
る
と
言
え
る
。

衣

火田

智

秀

【表
１
】

ド

モ

ト

モ

確
定
条
件

恒
常
条
件

仮
定
条
件

ケ
ド

テ

モ

で
は
、
な
ぜ
古
代
語
で
は
恒
常
条
件
と
確
定
条
件
が
共
通
の
形
式
で
表
さ

れ
、
現
代
語
で
は
仮
定
条
件
と
恒
常
条
件
が
複
合
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

か
。前

稿
で
は
、
こ
の
問
題
の
う
ち
、
現
代
語
の
テ
モ
と
ケ
ド
の
意
味
的
対
立

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
古
代
語
の
ト
モ
と
ド
モ
が
ど
の
よ
う
に

対
立
し
て
い
る
か
を
問
題
と
す
る
。
結
論
を

一
部
先
取
り
す
る
と
、
現
代
語

の
テ
モ
と
ケ
ド
は
、
情
報
の
処
理
単
位
に
よ

っ
て
形
式
が
分
化
し
て
い
る
が
、

古
代
語
の
対
立
は
、
「仮
定
」
な
ど
の
意
味
的
な
性
質
が
重
要
に
な

っ
て
く

る
。
古
代
語
の
ト
モ
と
ド
モ
を
こ
の
よ
う
な
意
味
的
対
立
に
よ
り
説
明
す
る

こ
と
は
さ
ほ
ど
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
で
き
る
だ
け
客
観



的
に
証
拠
を
示
し
、
現
代
語
と
対
照
す
る
こ
と
で
古
代
語
の
特
徴
を
鮮
明
に

し
た
い
。

な
お
古
代
語
の
資
料
と
し
て
は

『
万
葉
集
』
（八
世
紀
）
を
中
心
に
使
用

し
、
平
安
初
期
の
散
文
資
料

（
一
〇
世
紀
前
半
）
を
補
助
的
に
用
い
る
。

一
一　
現
代
語
の
テ
モ
と
ケ
ド

歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
、　
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
語
の
テ
モ

は

「
仮
定
条
件
」
と

「
恒
常
条
件
」
を
表
す
と
さ
れ
る
が
、
現
代
語
の
記
述

に
お
い
て
は
、
テ
モ
は

「確
定
条
件
」
も
表
せ
る
と
考
え
る
の
が

一
般
的
で

あ
る
。Ｏ

　
ａ
．
勉
強
し
て
も
合
格
し
な
か

っ
た
。

ｂ
．
彼
は
先
日
、
全
日
本
選
手
権
で
優
勝
し
た
。
し
か
し
、
優
勝

し
て
も
、
代
表
に
は
選
ば
れ
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
テ
モ
の

「
確
定
条
件
」
が
ケ
ド
と
必
ず
し
も
言
い
換
え
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
「
確
定
条
件
」
と
い
う
分
類
は
、
テ
モ
の
意
味
を
説

明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
テ
モ
が

「
仮
定
」
「恒
常
」
「
確

定
」
の
よ
う
に
ど
の
条
件
も
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
テ
モ
の
意
味
に
関
し
て

こ
の
伝
統
的
な
分
類
が
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

筆
者
は
衣
畑

（投
稿
中
）
で
、
テ
モ
は
前
件
と
後
件
が

一
つ
の
処
理
単
位

と
し
て
扱
わ
れ
、
ケ
ド
は
前
件
と
後
件
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
処
理
単
位
と

し
て
扱
わ
れ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
南

（
一
九
九
三
）
で
テ
モ
は
Ｂ
類
、

ケ
ド
は
Ｃ
類
と
分
類
さ
れ
た
こ
と
と
凡
そ
対
応
す
る
。

テ
モ
は
、
Ｂ
類

で
あ
れ
ば
、
「
仮
定
」
「恒
常
」
「確
定
」
と
い

っ
た
条
件

に
関
係
な
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。　
一
方
、
あ
る
事
態
を

「
仮
定
」
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
起
き
る
事
態
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
全
体

で

一
つ
の
処
理
単
位
と
な
る
。
よ

っ
て
、
Ｃ
類
の
ケ
ド
は

「
仮
定
条
件
」
が
表
せ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
②
の
よ
う
に
、
テ
モ
は
連
体
節
内
や
条
件
節
内
に
入
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
ケ
ド
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
テ
モ
が
Ｂ
類
で
あ
り
、
ケ
ド
が
Ｃ

類
だ
か
ら
で
あ
る
。

②
　
ａ
．

コ
チ
ラ
カ
ラ
呼
バ
ナ

（η
イ
ケ
ド
／
ク
テ
モ
）
、
来
テ
ク
レ

タ
近
所
ノ
人
タ
チ

（南

（
一
九
九
三

一
九
八
）
の
例
を
若
干
改
変
）

ｂ
．
毎
週
末

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヘ
行

（η
く
け
ど
／

っ
て
も
）
お
金

が
減
ら
な
い
な
ら
、
彼
は
随
分
金
持
ち
な
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
０
の
よ
う
に
、
ケ
ド
は
前
件
だ
け
で
、
独
立
し
て
同
意
や
返
答
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
テ
モ
は
で
き
な
い
。
ケ
ド
は
前
件
だ
け
で
独
立
し

た
処
理
単
位
と
な
る
が
、
テ
モ
は
前
件
だ
け
で
は
処
理
単
位
と
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

Ｏ
　
ａ
．
甲乙

ま
い
ま
し
た
。

以
上

の
よ
う
に
、
現
代
語

の
テ
モ
、
ケ
ド
は
、
「
仮
定
」
や

「
確
定
」
と

b

乙 甲

山
田
君
は
将
棋
が
強
い
で
す
よ
。

た
し
か
に
よ
く
将
棋
を
さ
し
て
い

（
る
け
ど
／
η
て

も
）
、
勝

っ
た
と
こ
ろ
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、
雨
は
降

っ
て
ま
す
か
？

雨
は
や
ん

（
だ
け
ど
／
η

で
も
）
、
随
分
濡
れ
て
し



言

っ
た
意
味
的
な
分
類
に
は
無
頓
着
で
、
統
語
的
、
あ
る
い
は
情
報
処
理
的

な
観
点
か
ら
形
式
が
分
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
古
代
語
は
ど
う
か
。
以
下

で
見
る
よ
う
に
、
古
代
語
の
ド
モ
は
、
ケ
ド
に
対
応
す
る
用
法
が
見
ら
れ
る

一
方
、
容
易
に
連
体
節
内
に
も
現
れ
、
Ｂ
類
の
用
法
も
持

っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
現
代
語
の
基
準
で
見
る
と
、
ド
モ
の
説
明
は
選
言
的
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
ト
モ
と
ド
モ
の
対
立
に
は
、
古
代
語
独
自
の
基
準
が
必
要
な
の
で
あ

Ｚつ
。

〓
一　
古
代
語
の
ト
モ

一二
。
一　

先
行
研
究
の
問
題
点

古
代
語
の
ト
モ
が

「
仮
定
条
件
」
を
表
す
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
研
究

者
の
間
で

一
致
し
た
意
見
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
仮
定
条
件
」
が
何

を
指
す
の
か
が
明
示
的
で
な
い
た
め
に
、
現
象
の
観
察
や
概
念
に
混
同
が
見

ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ト
モ
が

「
仮
定
条
件
」
を
表
す
と
い
う
場
合
、
（
４ａ
）
、
（
４ｂ
）
の
よ
う
に
前

件
が
事
実
に
反
す
る
こ
と
や
、
話
し
手
の
知
ら
な
い
こ
と
を
指
す
場
合
は
間

題
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
（
４ｃ
）
の
よ
う
な
前
件
が
現
実
の
事
態
に
も
か

か
わ
ら
ず
ト
モ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
で
あ
る

（以
下

『
万
葉
集
』
の
歌

番
号
を
記
す
）
。

Ｏ
　
ａ
．
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
く
ら
谷
に
う
ち
は
め
て
焼
け
は
死
ぬ
と
も

（夜
気
波
之
奴
等
母
）
君
を
し
待
た
む

（３
営
）

ｂ
．
月
草
に
衣
は
摺
ら
む
朝
露
に
濡
れ
て
の
後
は
う

つ
ろ
ひ
ぬ
と

も

（徒
去
友
）
∩
〓
じ

ｃ
．
楽
浪
の
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
と
も

（興
抒
六
友
）
昔
の
人
に

ま
た
も
逢
は
め
や
も

（亦
母
相
目
八
毛
）
の
じ

（
４ｃ
）
の
例
に

つ
い
て
、
佐
伯

（
一
九
二
八
）
は

「
修
辞
的
仮
定
」
公
一五
六

ぺ
）
と
名
づ
け
、
前
件
の
内
容
を

「
知

っ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
筈
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
仮
定
の
表
現
に
し
て
ゐ
る
」
０
一五
五
ぺ
）
と
述

べ
て
い

る
。
こ
の
佐
伯

（
一
九
二
八
）
の
説
明
は
、
ト
モ
が

「
仮
定
条
件
」
を
表
す

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
「
仮
定
の
表
現
に
し
て
ゐ
る
」
こ
と
は
、
ト

モ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
し
か
根
拠
が
な
く
、
論
の
循
環
が
起
こ
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
「
仮
定
条
件
」
が
使
え
る
条
件
を
書
き
加
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

古
典
文
学
大
系

（高
木
他

（
一
九
五
七

¨
三
二
三
じ

や
鎌
倉

（
一
九
八

八
）
で
は
、
「強
調
」
と
い
う
用
件
で
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
「強
調
」
す
れ
ば

「
仮
定
条
件
」
が
使
え
る
の
か
に
つ
い

て
の
説
明
が
な
い
。
そ
も
そ
も

「強
調
」
は

（逆
接
の
）
「
仮
定
条
件
」
に

伴
う
効
果
で
あ
り
、
意
味
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
菱
。
こ
の
よ
う

に

「
仮
定
条
件
」
を
説
明
す
る
用
件
が
不
十
分
で
あ
る
が
た
め
に
、
他
方
で

は
、
「
仮
定
」
と
は
事
実
そ
の
も
の
と
は
関
係
な
く

（木
之
下

一
九
四
三
）
、

現
代
語
の
テ
モ
も
、
テ
モ
が
使
わ
れ
て
い
る
限
り
は

「仮
定
条
件
」
と
見
な

そ
う
と
す
る
立
場

（塚
原

一
九
六
九
）
も
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り

循
環
論
で
あ
り
、
か

つ
、
ト
モ
と
テ
モ
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
。つ

ま
る
と
こ
ろ
、
ト
モ
が

「仮
定
条
件
」
を
表
す
の
は
正
し
い
と
し
て
も
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に

「仮
定
条
件
」
が
可
能
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
が



欠
け
て
い
た
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
派
生
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ

Ｚつ
。

〓
Ｔ

一
一　
仮
定
条
件
と
し
て
の
ト
モ

本
稿
の
結
論
は
、
ト
モ
は

「
仮
定
条
件
」
と
し
て
問
題
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
来
と
異
な
り
、
「
仮
定
条
件
」
の
指
す
範
囲
に
限
定

を
加
え
、
ト
モ
の
実
例
が
そ
の
範
囲
に
収
ま
る
か
を
検
討
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
こ
の
範
囲
と
は
、
ま
ず
、
我
々
が

「
仮
定
」
で
き
る
情
報
の
差
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
を
考
え
る
。

υ
　
情
報
の
仮
定
可
能
性
の
ス
ケ
ー
ル

（？
＊
等
は
そ
の
情
報
が
仮
定

し
に
く
い
こ
と
を
表
す
）

非
事
実

（事
実
に
反
す
る
情
報
な
ど
）

∨
　
聞
き
手
の
知
識

・

知
覚
な
ど
　
∨
　
？
外
界
の
事
態
　
∨
　
＊
話
し
手
の
知
識
、
話

し
手
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
な
ど

事
実
に
反
す
る
情
報
は
、
仮
定
と
し
て
し
か
導
入
で
き
な
い
。
ま
た
、
事

実
で
な
い
と
い
う
点
で
、
未
来
に
起
こ
り
う
る
出
来
事
な
ど
も
、
仮
定
と
な

り
う
る
。
「
聞
き
手
の
知
識

・
知
覚
な
ど
」
は
、
直
接
知

っ
て
い
る
訳
で
は

な
く
、
間
接
的
な
情
報
と
い
う
点
で
非
事
実
と
共
通
し
仮
定
的
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る

（久
野

（
一
九
七
三
）
、
網
浜

（
一
九
九
〇
）
等
の
条
件
文
研
究

を
参
照
）
。　
一
方

「外
界
の
事
態
」
は
、
直
接
知
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
で

あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
長
期
記
憶
に
入
ら
ず
、　
一
時
的
に
バ

ッ
フ
ァ
に
蓄
え

ら
れ
た
情
報
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
仮
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
境
界
的
な
情
報
と
考
え
て
お
く

（＞
声
”
一８
″
”
２

九
八
三
）
等
を
参

照
）
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
話
し
手
の
知
識
や
話
し
手
以
外
知
り
え
な
い
自
身

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
は
す
で
に
真
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
仮
定
す

（
４
）

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
、
も
う

一
つ
の

「
仮
定
条
件
」
の
特
徴
と
し
て
、
後
件
の
情
報
が
、

言
及
世
界

（仮
定
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
世
界
）
に
お
い
て
仮
定
に
先
立

っ
て

真
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
真
で
あ
る
命
題
は
、
い
か
な

る
命
題
か
ら
も
含
意
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
敢
え
て
仮
定
を
行
え
ば
、
す
で

に
真
で
あ
る
後
件
を
導
出
す
る
の
に
、
全
く
使
う
必
要
の
な
い
仮
定
を
行
う

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
後
件
の
情
報
は
、
言
及
世

界
に
お
い
て
、
前
件
よ
り
推
論

で
得
ら
れ
た
情
報

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
５
）

（詳
し
く
は
坂
原

（
一
九
八
五
）
第
二
章
を
参
照
）。

０
　
後
件
の
特
徴

前
件
の
仮
定
か
ら
推
論
さ
れ
た
情
報
　
／
　
＊
推
論
と
無
関
係
に

真
で
あ
る
情
報

以
上
の
よ
う
な
理
論
を
基
に
、
『
万
葉
集
』
の
ト
モ
に
つ
い
て
分
類
し
た

の
が
、
表
２
、
表
３
で
あ
る
。
表
２
は
前
件
の
情
報
の
性
質
、
表
３
は
、
後

件
の
述
部
の
種
類
か
ら
分
類
し
て
い
る
。

【表
２
】

反
事
実
的

未
知

5 聞
き
手

事
実

計



【表
３
】

む

じ

べ
し

ま

し

命

令

禁

止

4 願
望

4 そ

の
他

計

卜

（
モ
の
前
件
は

「反
事
実
的
」
や

「未
知
」
の
よ
う
に
仮
定
し
や
す
い
情
報

が
多
く
、
後
件
は
推
量
の
助
動
詞
が
多
く
占
め
、
推
論
に
よ
り
得
ら
れ
た
情

報
が
多
い
。
こ
こ
か
ら
、
ト
モ
が
仮
定
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

そ
れ
以
外
の
例

（表
２
の

「
聞
き
手
」
「事
実
」
、
表
３
の

「
そ
の
他
し

を

検
討
す
る
。

ま
ず
、
前
件
が

「聞
き
手
」
に
属
す
る
よ
う
な
情
報
と
し
て
は
、
次
の
よ

う
な
例
が
あ
る
。

Ｏ
　
ａ
．
言
間
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も

（樹
ホ
波
安
里
等
母
）
う
る
は

し
き
君
が
手
馴
れ
の
琴
に
し
あ
る
べ
し

（許
等
ホ
之
安
流
倍

士
心）
　
（∞
Ｈ
卜）

ｂ
．
山
川
を
中
に
隔
り
て
遠
く
と
も

（等
保
久
登
母
）
心
を
近
く

思
ほ
せ
我
妹

（於
毛
保
世
和
伎
母
）
含
ぶ
じ

ｃ
．
高
円
の
峰
の
上
の
宮
は
荒
れ
ぬ
と
も

（安
礼
奴
等
母
）
立
た

し
じ
君
の
み
名
忘
れ
め
や

（美
奈
和
須
礼
米
也
）
含
８
じ

（７ａ
）
は
、
夢
の
中
で
琴
が
娘
子
と
な
り

「君
子
の
傍
に
い
た
い
」
と
歌
を

詠
ん
だ
の
に
対
す
る
旅
人
の
返
歌
で
あ
り
、
喜
口間
は
ぬ
木
に
は
あ
り
」
と

は
聞
き
手

（
＝
琴
）
自
身
の
こ
と
で
あ
る

（八

一
二
番
歌
も
同
じ
状
況
）。

（７ｂ
）
の

「山
川
を
中
に
隔
り
て
遠
」
い
こ
と
は
、
話
し
手
も
知

っ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
を
憂
い
て
い
る
の
は
聞
き
手
で
あ
り
、
前
件
は
聞
き
手
の
知
識
を

基
に
構
成
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
最
後
に
（
７ｃ
）
は
、
直
前
に

「高
円
の
野
の

上
の
宮
は
荒
れ
に
け
り
立
た
し
し
君
の
御
代
遠
そ
け
ば
」
含
ｇ
ｅ

と
い
う

歌
が
あ
り
、
こ
の
歌
に
対
す
る
返
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
響
同
円

の
宮
が
荒
れ
た
こ
と
」
は
聞
き
手
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
と
し
て
話
し
手

は
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
話
し
手
も
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
が
、
聞
き
手
の
関
与
が
強
い
と
い
う
こ

と
で

一
貫
し
て
い
る
。
よ

っ
て
、
そ
の
事
実
を
聞
き
手
を
通
し
て
間
接
的
に

構
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
ト
モ
を
使

っ
て
仮
定
的
に
述
べ
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
「
事
実
」
に
分
類
し
た
例
を
全
て
挙
げ
る
。

③
　
ａ
．
楽
浪

の
志
賀

の

〈
一
に
云
ふ

「比
良

の
し

大
わ
だ
淀
む
と

も

（興
抒
六
友
）
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も

（亦
母
相

目
八
毛
）
含
じ

ｂ
．
松
浦
川
七
瀬
の
淀
は
淀
む
と
も

（与
等
武
等
毛
）
我
は
淀
ま

ず
君
を
し
待
た
む

（吉
美
遠
志
麻
多
武
）
の
８
）

ｃ
．
沖

つ
波
辺

つ
藻
巻
き
持
ち
寄
せ
来
と
も

（依
来
十
方
）
君
に

ま
さ
れ
る
玉
寄
せ
め
や
も

（玉
将
縁
八
方
）
全

に
云
ふ

「沖

つ
波
辺
波
し
く
し
く
寄
せ
来
と
も

（縁
来
登
母
と

一
営
Φ

ｄ
．
春
山
は
散
り
過
ぎ
ぬ
と
も

（散
過
去
輌
）
三
輪
山
は
い
ま
だ

含
め
り

（未
含
）
君
待
ち
か
て
に

（
〓
雷
）

ｅ
．
春
ま
け
て
か
く
帰
る
と
も

（此
婦
等
母
）
秋
風
に
も
み
た
む

山
を
越
え
来
ざ
ら
め
や

（不
超
来
有
米
也
）
貧
〓
０



（
８ａ
）
は
、
前
項
で
も
取
り
上
げ
た
、
佐
伯

（
一
九
二
八
）
以
来
の
問
題
例
で

あ
る
が
、
コ
心
賀
の
大
わ
だ
」
を
擬
人
的
に
聞
き
手
に
見
立
て
て
詠
ん
で
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
の

「
聞
き
手
」
の
と
こ
ろ
に
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」

を
擬
人
的
に
聞
き
手
に
見
立
て
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
例

（
四
〇
六
六
歌
）

を
分
類
し
た
。
そ
の
他
の
例
は
、
い
ず
れ
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
０
に

挙
げ
た
例
も
含
め
て
、
前
件
は
い
ず
れ
も
話
し
手
の
外
界
に
あ
る
事
態
で
あ

り
、
「
勉
強
し
て
も
合
格
し
な
か

っ
た
」
の
よ
う
に
前
件
が
話
し
手
自
身
の

経
験
を
表
す
よ
う
な
確
定
の
典
型
的
な
例
は

一
例
も
な
い
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
ま
た
、
後
件
も
（
８ｄ
）
を
除
き
全
て
推
論
の
結
果
に
な

っ
て
い
る
。

（８ｄ
）
の

「
含
め
り
」
は
補
読
例
で
、
表
３
の
中
に
は
数
え
て
い
な
い
。
こ

の
歌
は
、
古
典
大
系
で
は

「散
り
過
ぐ
れ
ど
も
」
と
訓
ま
れ
て
い
て
、
ト
モ

で
は
解
釈
し
に
く
い
例

に
も
思
わ
れ
る
。
後
件
が
補
読

で
な
い
例
に
は
、

（
８ｄ
）
の
よ
う
な
例
は
な
い
。
表
３
で

「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
も
の
は
、
次

の
よ
う
に

「
た
と
え
～
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
っ
た
、
前
件
の
反
事
実

的
状
況
を
認
め
る
よ
う
な
例

（他
に
（
９ａ
）
の
類
例
が
二
例
）
し
か
な
い
。

つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
形
容
詞
自
体
が
話
し
手
の
態
度
を
表
し
て
お
り
、
モ
ダ
リ

テ
ィ
形
式
を
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
。

Ｏ
　
ａ
．
我
が
や
ど
の
梅
咲
き
た
り
と
告
げ
遣
ら
ば
来
と
言
ふ
に
似
た

り
散
り
ぬ
と
も
よ
じ

（散
去
十
方
吉
）
含
８
じ

ｂ
．
あ
ら
れ
降
り
遠

つ
大
浦
に
寄
す
る
波
よ
し
も
寄
す
と
も

（縦

毛
依
十
方
）
憎
く
あ
ら
な
く
に

（憎
不
有
君
）
含
記
じ

以
上
か
ら
、
古
代
語
の
ト
モ
は
仮
定
的
な
性
格
が
強
か

っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
で
は
、
「勉
強
し
て
も
合
格
し
な
か

っ
た
」
の
よ
う
な
典
型
的
な
確
定

は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
表
し
て
い
た
の
か
。
ド
モ
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が

多
数
見
ら
れ
る
。

⑩
　
ａ
．
家
人
の
使
ひ
に
あ
ら
し
春
雨
の
避
く
れ
ど
我
を

（久
列
抒
吾

等
乎
）
濡
ら
さ
く
思

へ
ば

（〓
鴫
）

ｂ
．
あ
じ
び
な
す
栄
え
し
君
が
掘
り
し
井
の
石
井
の
水
は
飲
め
ど

飽
か
ぬ
か
も

（雖
飲
不
飽
鴨
）
貧
罵
Ｃ

ｃ
．
衣
手
を
打
回
の
里
に
あ
る
我
を
知
ら
に
そ
人
は
待
て
ど
来
ず

け
る

（待
跡
不
来
家
留
）
Ｇ
Ｓ
）

０
０
と
ｍ
の
違
い
は
人
称
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
と
違
い

⑩
で
は
、
同
で
仮
定
し
に
く
い
と
し
た
話
し
手

（
一
人
称
）
の
経
験
を
表
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
テ
モ
で
し
か
訳
せ
ず
、
こ
こ
に
Ｂ
類
で
も
仮

定
的
な
ら
ト
モ
、
確
定
的
な
ら
ド
モ
と
い
う
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
る
。

四
　
　
古
代
語
の
ド
モ

次
の
よ
う
な
例
は
、
ト
モ
と
ド
モ
が
似
た
環
境
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

ト
モ
は
仮
定
的
に
、
ド
モ
は
確
定
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ｍ

の
ト
モ
に
は

「
万
代
に
」
「
ひ
ね
も
す
に
」
等
の
修
飾
語
句
が
あ

っ
て
、
前

件
が
非
事
実
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
団
の
ド
モ
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

な
修
飾
語
句
は
な
い
。
ま
た
ド
モ
の
後
件
は
（

‐２ａ
）
の
よ
う
な
喚
体
句
の
例
が

多
く
、
話
し
手
自
身
の
経
験
を
表
す
と
解
釈
さ
れ
る
例
が
多
い
。

ｍ
　
ａ
．
万
代
に
見
と
も
飽
か
め
や

（見
友
将
飽
八
）
み
吉
野
の
激

つ

河
内
の
大
宮
所

（８
じ

ｂ
．
乎
布
の
崎
漕
ぎ
た
も
と
ほ
り
ひ
ね
も
す
に
見
と
も
飽
く
べ
き



（美
等
母
安
久
倍
伎
）
浦
に
あ
ら
な
く
に

（Ｂ
〓
）

ｍ
　
ａ
。
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
た
な
び
け
る
天
の
自
雲
見
れ
ｄ
飽

か
ぬ
か
も

（見
礼
抒
安
可
奴
加
毛
）
含
８
じ

ｂ
．
ま
梶
貫
き
舟
し
行
か
ず
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ

（見
礼
抒
安
可

奴
）
麻
里
布
の
浦
に
宿
り
せ
ま
し
を

（８
８
）

ｃ
．
お
ろ
か
に
そ
我
は
思
ひ
し
乎
敷
の
浦
の
荒
磯
の
巡
り
見
れ
ｄ

飽
か
ず
け
り

（見
礼
度
安
可
須
介
利
）
含
２
３

表
１
か
ら
は
、
古
代
語
で
ド
モ
が
、
現
代
語
で
テ
モ
が
使
用
さ
れ
る
よ
う

な
例
が

「恒
常
条
件
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
（‐２ｃ
）
の
ド
モ

は
テ
モ
で
し
か
訳
し
に
く
い
が
、　
一
回
的
な
事
態
を
表
し
て
お
り

「恒
常
」

と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
テ
モ
に
確
定
的
な
例
が

あ
る
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ド
モ
に
は
、
次
の
よ
う
に
現
代
語
の
ケ
ド
に
当
た
る
Ｃ
類
の
例
も
あ
る
。

⑩
　
ａ
．
春
さ
り
来
れ
ば
鳴
か
ざ
り
し
鳥
も
来
鳴
き
ぬ
咲
か
ざ
り
し
花

も
咲
け
れ
ど

（花
毛
佐
家
礼
抒
）
山
を
し
み
入
り
て
も
取
ら

ず
草
深
み
取
り
て
も
見
ず

（３
）

ｂ
．
梓
弓
引
か
ば
ま
に
ま
に
寄
ら
め
ど
も

（依
目
友
）
後
の
心
を

知
り
か
て
ぬ
か
も

（認
）

ｃ
．
真
木
柱
太
き
心
は
あ
り
し
か
ど

（有
之
香
抒
）
こ
の
我
が
心

鎮
め
か
ね
つ
も

（ｇ
ｅ

ｄ
．
佐
保
山
を
お
ほ
に
見
し
か
ど

（於
凡
が
見
之
鹿
跡
）
今
見
れ

ば
山
な
つ
か
し
も
風
吹
く
な
ゆ
め

（〓
〓
）

ｅ
．
秋
付
け
ば
し
ぐ
れ
の
雨
降
り
あ
し
ひ
き
の
山
の
木
末
は
紅
に

に
ほ
ひ
散
れ
ど
も

（仁
保
比
知
礼
止
毛
）
橘
の
成
れ
る
そ
の

実
は
ひ
た
照
り
に
い
や
見
が
欲
し
く

（含
〓
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
も
、
（

‐３ｂ
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
実
と
し
て

定
ま

っ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
の

「確
定
」
で
は
な
い
。
「確
定
」
や

「恒

常
」
と
い
っ
た
概
念
は
曖
昧
で
あ
り
、
ド
モ
の
意
味
を
的
確
に
は
説
明
で
き

な
い
。
ま
た
、
「恒
常
」
「確
定
」
を
テ
モ

・
ケ
ド
と
の
関
係
を
捉
え
る
た
め

だ
け
の
便
宜
的
な
概
念
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
現
代
語
で
テ
モ
と
ケ
ド
で
分
け

て
表
す
よ
う
な
意
味
を
、
ド
モ
は

一
つ
の
形
式
で
表
し
た
の
か
と
い
う
問
題

が
依
然
と
し
て
残
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
問
題
も
含
め
て
現
代
語
と
古
代
語

の

「逆
接
」
を
体
系
的
に
捉
え
な
お
し
た
い
。

五
　
古
代
語
と
現
代
語
の

「
逆
接
」

こ
れ
ま
で
、
ト
モ
に
は
仮
定
条
件
の
例
、
ド
モ
に
は
確
定
的
な
例
や
Ｃ
類

の
例
が
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
点
で
、
ド
モ
の
意
味
は
多
義
的
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
モ
の
意
味
を
、
「
恒
常
」
や

「
確
定
」
と
積
極

的
に
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
ド
モ
は
単
に
前
件
と
後
件
が
対
立
す
る
よ
う

な
意
味
関
係
を
表
し
て
い
た
だ
け
で
、
Ｂ
類
や
Ｃ
類
と
い
っ
た
区
別
は
も
ち

ろ
ん
、
「
仮
定
」
「
恒
常
」
「
確
定
」
と
い

っ
た
意
味
に
関
し
て
も

「無
標
」

の
形
式
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ト
モ
は

「仮
定
」
と
い
う
意

味
を
積
極
的
に
表
す

「有
標
」
の
形
式
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
古
代
語
と
現
代

語
の

「
逆
接
」
の
相
違
は
表
４
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。



【表
４
】

ド

モ

ト

モ

無
標

（仮
定
以
外
）

有
標

（仮
定
）

Ｃ
類

Ｂ
類

ケ

ド

テ

モ

こ
こ
で
、
ド
モ
が
無
標
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
仮
定
条
件
」
も
表
し
て
も
よ

い
は
ず
だ
と
い
う
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
ド
モ
が

「
仮
定
」
を
表
さ
な
い
か
ら
こ
そ
、
「恒
常
」
「確
定
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
使

用
し
て
い
た
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
標
の
形
式
は
、
他

に
有
標
の
形
式
が
あ
れ
ば
、
そ
の
意
味
を
表
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
現
象
は
、

言
語
の
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
語
の
ス
ル
と
シ
タ
の
対
立

は
、
し
ば
し
ば
前
者
が
無
標
で
後
者
が
有
標
の
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

「
過
去
」
の
有
標
の
形
式

シ
タ
が
あ
る
た
め
に
、
ス
ル
は

「非
過
去
」
を
表

し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
無
標
の
意
味
は
、
有
標
の
形
式
と
の
対
立
が
あ

っ
て
成
り

立

つ
も
の
な
の
で
、
そ
の
対
立
が
何
ら
か
の
事
情
で
弱
ま
る
と
、
有
標
の
意

味
を
表
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
中
世
に
見
ら
れ
る

次
の
よ
う
な
例
は
、
ド
モ
が
仮
定
条
件
も
表
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

囮
　
タ
ト
ヒ
戒

ヲ
ヤ
ブ

レ
ド
モ
、
ナ
ヲ
輪
王

ニ
ス
グ
レ
タ
リ
。
タ
ト
ヒ

悪
道

ニ
ヲ
ツ
レ
ド
モ
、

ソ
ノ
所
ノ
王
ト
ナ
ル
。
Ｔ
一宝
絵
　
下
）

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
ド
モ
を

「
恒
常
」
や

「
確
定
」
と
捉
え
る
立
場
か
ら

は
説
明
で
き
な
い
。　
一
方
、
本
稿
の
観
点
か
ら
は
、
古
代
語
の
対
立
も
、
側

（
Ｉ
）

の
よ
う
な
現
象
も
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。

工（
　
ま
と
め

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で

「
仮
定
」
「恒
常
」
「
確
定
」
と
い
う
概
念
だ
け
で

説
明
さ
れ
て
き
た
現
代
語
の
テ
モ
と
ケ
ド
、
古
代
語
の
ト
モ
と
ド
モ
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
対
立
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、

前
者
は
情
報

の
処
理
単
位
に
よ
り
、
後
者
が
仮
定

（有
標
）
と
そ
れ
以
外

（無
標
）
に
よ
り
対
立
し
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
れ
ら
の
古
代
語
か
ら
現
代

語

へ
の
歴
史
変
化
に
つ
い
て
は
、
「
テ
形
＋
モ

（
テ
モ
と

と
い
う
形
式
が
、

仮
定
条
件
を
含
む
Ｂ
類
の

「
逆
接
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
語
彙
化
、
文
法

化
し
て
い
く
の
か
が
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

圧̈（１
）

小
林

（
一
九
九
六
）
の
よ
う
に
表
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同

様
の
考
え
は
此
島

（
一
九
六
六
）、
山
口

（
一
九
八
〇
）
な
ど
に
も
見
ら
れ

２
つ
。

（２
）

「恒
常
条
件
」
も
前
件
と
後
件
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
条
件
と
思
わ
れ
る
。

（３
）

鎌
倉

（
一
九
八
八
）
で
は
、
ト
モ
は

「強
調
比
喩
表
現
」
で
あ
り
、
そ
の

「例
外
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「強
調
」
と
言

っ
て

い
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
反
論
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
モ
が

ス
ケ
ー
ル
を
含
意
す
る
こ
と
に
よ
り
後
件
を
強
調
す
る
と
い
っ
た
も
の

（詳

し
く
は
藤
井

（二
〇
〇
二
）、
衣
畑

（投
稿
中
）
な
ど
）
な
ら
ば
、
次
の
よ

う
な
例
は
反
例
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

・
左
奈
都
良
の
岡
に
粟
蒔
き
か
な
し
き
が
駒
は
食
ぐ
と
も

（古
麻
波
多
具
等

毛
）
我
は
そ
と
も
は
じ

（賀
〓
）



（
４
）

以
上
の
点
に
関
し
て
は
、
ナ
ラ
条
件
文
を
用
い
て
改
め
て
別
稿
で
論
じ
る

用
意
が
あ
る
。

（
５
）

条
件
文
と
違
い
、
譲
歩
文

（逆
接
条
件
文
）
は
、
後
件
が
事
実
を
表
す
と

見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
た
と
え
勉
強
し
な
く
て
も
、
合
格

し
た
」
と
い
っ
た
反
事
実
譲
歩
文
で
は
、
現
実
で
も

「合
格
し
た
」
と
解
釈

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
譲
歩
文
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
「勉
強
し
な
い
」

世
界
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
推
論
に
先
立

っ
て

「合
格

し
た

（だ
ろ
う
と

こ
と
が
真
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ

っ
て
、

譲
歩
文
の
後
件
が
事
実
を
表
す
の
は
、
現
実
の
世
界
が
、
こ
の
推
論
の
結
果

と
偶
々

一
致
し
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

（６
）

用
例
は
、
仮
名
書
き
の
も
の
に
加
え
、
音
節
数
か
ら
ト
モ
・
ド
モ
が
判
別

で
き
る
も
の
を
採
取
し
、
意
味
の
み
に
よ
る
例
は
除
外
し
た
。
ま
た
後
件
の

述
部
も
補
読
例
は
除
外
し
た
。

（
７
）

「反
事
実
的
」
と
は
、
過
去
や
現
在
の
事
実
に
反
す
る
事
態
以
外
に
も
、

未
来
に
お
い
て
起
こ
り
そ
う
に
な
い
事
態
を
分
類
し
て
い
る
。
「未
知
」
は
、

過
去
、
現
在
、
未
来
に
関
係
な
く
、
話
し
手
が
ま
だ
知
ら
な
い
事
態
を
分
類

し
て
い
る
が
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
が
未
来
の
例
で
あ
る
。

（
８
）

な
お
、
文
脈
の
よ
り
明
白
な
平
安
初
期
散
文

（使
用
文
献
参
照
）
を
前
件

の
情
報
の
性
質
に
よ
り
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
聞
き
手
の
例
が
多
く
、
や
は
り

ト
モ
の
仮
定
的
な
性
格
は
顕
著
で
あ

っ
た
。

反
事
実
的

未
知

聞
き
手

0 事
実

計

（
９
）

こ
の
こ
と
は
、
現
代
語
の
ナ
ラ
の
前
件
が
、
外
界
の
事
態
で
あ
る
（
・１
）
の

方
が
、
話
し
手
の
内
的
な
状
態
で
あ
る
（
ｕ̈
）
よ
り
も
自
然
で
あ
る
の
と
並
行

的
で
あ
る
。

１
　
？
・

天
気
が
良
い
な
あ
。
天
気
が
良
い
な
ら
散
歩
に
で
も
行
く
か
。

ｎ̈
　
＊
　
お
腹
が
空
い
た
な
あ
。
お
腹
が
空
い
た
な
ら
ご
飯
で
も
食
べ
る
か
。

（１０
）

あ
る
い
は
（９ｄ
）
は
坂
原

（
一
九
八
五
）
の
言
う

（仮
定
的
）
擬
似
譲
歩
文

か
も
し
れ
な
い
。

（１１
）

こ
の
よ
う
な

「有
標
＝
仮
定
」
、
「無
標
＝
仮
定
以
外
」
と
い
う
対
立
は
、

「順
接
条
件
」
に
お
い
て
も
有
効
か
も
し
れ
な
い
。
古
代
語
の

「順
接
」
は

仮
定
条
件
を

「未
然
形
バ
」
が
表
し
、
そ
れ
以
外
の
理
由
文
、
偶
然
条
件
、

恒
常
条
件
等
を
全
て

「
已
然
形
バ
」
が
表
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
古
代
語

の
接
続
助
詞
の
対
立
は
、
仮
定
を
有
標
の
形
式
で
表
し
、
そ
れ
以
外
を
無
標

の
形
式
が
担
う
と
い
う
対
立
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
考
察
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

使
用
文
献

『
万
葉
集
』
∩
補
訂
版
　
万
葉
集
　
本
文
篇
』
塙
書
房
）
、
『土
佐
日
記
』
（新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
）
、
『
竹
取
物
語
』
、
『
伊
勢
物
語
』
、
『大
和
物
語
』
、
『
平
中

物
語
』
（以
上
日
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古
典
文
学
全
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、
コ
一宝
絵
』
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日
本
古
典
文
学
大
系
）
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