
「も

み
ち
葉

も

ぬ

し
な

き
宿

は
色
な

か
り

け
り
」

古

典

語

に
お

け

る

「
は
」

「
も
」

の
共
起

に
関

し

て
坂

田

一

浩

は

じ

め

に

現
代

語

に
お

い
て

「
A
も

B
は
」
と

い
う

形
式

を

と
る

、

彼

も
数

学

は
苦

手
だ
。

そ

っ
く
り
な

二
人
も

、
歯

の
色

は
違
う

。

あ

の
鬼

社
長

も

カ
ミ

さ
ん

に
は
滅

法
弱

い
。

君
も

や

る
時

は
や

る

ん
だ

ね
。

右

の
よ
う

な
諸
例

に

は
、

共
通

し
た
或

る
特

徴
的

な
意

味

構
造

が
見

出
さ

れ

る
。

そ

し

て
そ

れ

は
、

こ

こ
に

現
れ

て

い
る
助

詞

「も

」

「
は
」

が

そ

れ

ぞ

れ
、

「極

端

例

の
提

示
」

お
よ

び

「
対

比

・
限
定

」
と

い
う

含

み

を

帯

び
る

こ
と

に
よ

っ
て
は

じ

め

て
明

示
さ

れ
得

る
も

の
と
考

え

ら

れ
る
。

本
稿

で
は

こ

の
よ

う
な

現
象

と
、

そ

の
要
因

に

つ
い
て
、
古

典

語
、

と

り

わ
け

こ
の
形
式
を

意
図

的

に
修
辞

技
法

と

し
て
用

い
た

と

見
ら

れ

る
古

典

和
歌

に
遡

っ
て
検

証
す

る

こ
と

を
そ

の
目
的

と
す

る
。

―
、

「
は

」

「
も

」

の

基

本

的

意

味

用

法

に

つ

い

て

以

下

考

察

を

進

め

る

に
先

だ

っ
て
、

こ

こ

で
ま

ず

、
古

典

語

「
は
」

「も

」

の
基
本

的
な

意
味

用
法

に

つ
い
て
簡
単

に
整

理
し

て
お
く
。

ま

ず

「
は
」

に

つ
い
て
は
、

こ
れ
ま

で
主

と
し

て
現

代

語

の
研

究

に
お

い
て

「提

題
」

と

「対

比

・
限
定
」

と

い
う

二

つ
の
用

法

の
存
在

が
指
摘

さ
れ

て
き

た
。

そ

れ
は
ま

た
古

典

語
に

お

い
て
も

や

は
り
確

認
さ

れ
得

る

も

の
で
あ

る
。

待
ち

が

て
に
わ

が
す

る

月
は

（者
）

妹

が
着

る

三
笠

の
山

に
隠

れ

て

あ
り

け

り

（
万

九

八

七
）

ま

つ
虫

の
は

つ
声
さ

そ

ふ
秋
風

は
音

羽

山
よ

り
吹

き

そ
め

に
け
り

（後
撰

二
五

一
）

こ

こ
に

お
は
す

る

か
ぐ
や

姫

は
、
重

き
病

を

し
給

へ
れ
ば
、

え
出

で

お

は
し
ま

す

ま
じ
。

（竹

取
）

（以
上

提

題
）



さ
さ

の
葉

は

（者

）

み
山

も
さ
や

に

乱

る
と
も

吾

は

（者

）
妹

思

ふ

別
れ

来

ぬ
れ
ば

（
万

=
二
三
）

吹

く

風

に
あ

つ
ら

へ
つ
く

る
も

の
な

ら
ば

こ
の

ひ
と

も

と
は

よ
き

よ

と

い
は

ま
し

（古
今

九
九

）

か
や

う

に
憎

か
ら
ず

は
聞

こ
え

か
は

せ
ど

、
け

近
く

と

は
思

ひ
よ

ら

ず

（源

氏

夕

顔
）

（以
上

対

比

・
限
定

）

「
提
題

の

『
は
』
」

は
、

あ

る
語
を
当

該

の
テ
ー

マ
と

し

て
と

り
た

て

つ

つ
、

題
述

構

造

を

形

成

す

る

も

の

と
し

て
機

能

す

る
。

こ
れ

に

対

し

て

「対

比

・
限
定

の
用

法
」

と

は
、
他

の
事
象

と

の
比
較

対

照

お
よ

び
拒

斥

性
と

い
う

こ
と

を
強

く
示

し

つ
つ
と

り
た

て
る

も

の
で
あ

る
。

次

に
.
「も
」

の
用

法

に

つ
い
て

一
瞥

す

る
。

ま
ず
、

現

代
語

に

お

い
て

も

一
般
的

に

み
ら
れ

る
も

の
と

し

て
、

（
A

）

（
B
）

（
C
）

春

日
野
は
け

ふ

は
な
焼

き

そ
若
草

の

つ
ま
も

こ
も

れ

り
我

も

こ
も

れ
り

（古
今

一
七
）

二

日
と

い
ふ
夜
、

男
、

わ

れ
て
あ

は

む
、

と

い
ふ
。
女

も

は
た

、

い
と

あ

は
じ
と

も
思

へ
ら
ず

。

（伊

勢

物
語

六

九
段

）

白
鳥

の
鷺

坂
山

の
松
蔭

に
宿

り

て
行

か
な
夜

も

（毛

）
更

け

ゆ
く

を

（万

一
六

八
七

）

鶏

も
鳴

き
ぬ
。

人

々
起
き

い
で
て
…

（源

氏

帯
木

）

衣

手
に

と
り
と

ど

こ
ほ

り
芙
く
児

に

も

（
毛
）

ま
さ

れ

る
我
を

お

き

て

い
か
に
せ

む

（万

四
九

二
）

大
井
河
く
だ
す
筏
の
水
馴
樟
見
な
れ
ぬ
人
も
恋
し
か
り
け
り

（拾
遺

六
三
九
）

あ
か
ず
口
を
し
と
、
い
ふ
か
ひ
な
き
法
師
童
も
涙
を
落
と
し
あ

へ

り
。
（源
氏

若
紫
）

の
よ

う

に
、

同

類

と

み

な

さ

れ

た

事
象

を

「
も
」

に

よ

っ
て
提

示

す

る

「単

純

他

者
肯

定

」

（
A
）
、

（
A
）

と
違

っ
て

具
体

的

な

他

の
同

類

項

が

想
定

さ

れ
得

な

い
、

い
わ

ゆ

る

「
柔
ら

げ

の

『
も
』
」

（
B
）
、

ま

た

同
類

の
う

ち

で

の
極

端

例
を

提

示
す

る
、

い
わ

ゆ
る

「意

外

の

『
も

』
」

（C
）

が
あ

る

↓̂
。

さ
ら

に
、

（
D
）
神

の
崎

荒

石
も

（毛

）

見
え
ず

（
不
所

見
）
浪

立

ち
ぬ

何
庭

ゆ
か

行

か

む
よ

き
路

は
な

し

に

（
万

一
二
二
六
）

（打
消

表

現
と

の
呼
応

）

か

の
人

の
御

か
は

り
に
、

明
け

暮

れ

の
慰

め

に
も

見
ば

や
。

（源

氏

若
紫

）

（願
望

表

現
と

の
呼

応
）

か
か

ら

で
も
有

に

し
も

の
を
白

雪

の

一
日
も

ふ
れ

ば
ま

さ

る
我
が

恋

（拾
遺

七

二
八
）

（条
件

表

現
と

の
呼

応
）

こ
れ
ら

、

（
D
）

の
諸

例

に

共
通

し

て

い

る

の
は
、

い
ず

れ

も

文
末

に

打

消
、

願
望

等

の
非
肯

定
表

現

を
伴

っ
て

い
る

と

い
う
点

で
あ

る
。

そ
し

て

「も

」

は
最
低

限
あ

る

べ
き
事

象
、

あ

る

い
は
同

類
事
象

の
う
ち

の
軽

い

一
例

と

し

て
の
事
象

を
と

り

た

て
て

い
る
。

ま

た
、



（
E
）

は

し
き

や

し
し

か
る
恋

に
も

（毛
）

あ

り

し
か

も

く

れ

て
恋

ほ
し
き

お

も

へ
ば

（
万

=
=

四
〇
）

（鴨

）

君

に
お

の
よ
う

に
、
詠

嘆
表

現

と

の
密

接
な

関
連

を

示
し

て

い
る

「も
」

も
、

古

代

語
に
お

い
て
は
数

多

く
見

出
さ

れ
る

2̂
）。

と

こ
ろ

で
、
以
上

見

て
き

た

よ
う

に
、

意
味

の
面

で
は
さ

ま
ざ
ま

な
様
相

を

呈
す

る
古

代

語

の

「も

」

も
、

係
り

先

の
陳

述

表
現

と

の
関
わ

り
と

い
う

点

か
ら

見
る

な
ら
ば

、

そ

れ
と
意

味

上
密

接
な

関
わ

り

を
も

つ
も

の
と
、

そ
う

で
な

い
も

の
と

の

二

つ
に
大

き

く
分

け

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

右

に

挙

げ

た

用

法

中

（
D
）

（
E
）

は
常

に
文
末

の
陳

述

と

の
密

接
な

関
連

を

示
し

て

い
る

の
で
あ

り
、

他
方

（
A
）

か
ら

（C
）

は

比
較
的

文
末

の
陳

述

に
拘
束

さ

れ

る

こ
と

が

少
な

い
も

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
試

み
に
,

わ
が

来

つ
る
方

も
知

ら

れ
ず
く

ら
ぶ

山
木

々
の
木

の
葉

の
散

る
と

ま

が

ふ
に

春

霞

た
な

び
く

野

辺

の
若
菜

に
も
な

り

み
て

し
が
な

人

も

つ
む
や

と

の
例

に
お

い
て
、

「
も
」

の
係

り
先

の
打

消

な

り

願
望

な

り

の
表

現

を
肯

定
形

に
す

り

か
え

て

み

る
と
、

「も
」

は
意

味

を

な
さ

な

く
な

っ
て
し

ま

う

か
、
或

い
は
異
な

る

ニ

ュ
ア

ン

ス
に
す

り
か

わ

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
さ

き

に
挙
げ

た

（A
）
な

い
し

（
C
）

の
用
法

の
も

の

は
、

「も

」
が

承

け

て

い
る
事

象

を
、
表

現

主

体

が
類

例

中

ど

の
よ

う

な

位

置
づ
け

の
も

の
と
認
識

す

る
か

に
よ

っ
て

そ

の

ニ

ュ
ア

ン

ス
が
決

ま

る

も

の
で
あ

る
。

そ
れ
は

ま
た

、
前
後

の
文

脈
や

表

現
主
体

の
事

象

把
握

の

あ

り

方

に

依

存

し

て

い
る
。

こ

の
点

を

と

ら

え

て
、

前
者

、

す

な

わ

ち

（D
）

お

よ
び

（
E
）
を

「陳

述
依

存

の

『
も
』
」
、

そ

し

て
後
者

、
す

な

わ

ち

（
A
）
な

い

し

（
C
）

の
用

法

の
も

の
を

「文

脈

依

存

の

『
も

』
」

と

名
付

け

る

こ
と
と

す

る
。

以
上

述

べ
た

、
陳

述
と

の
呼

応

の
あ

り
か

た
か
ら

見

た

「
も
」

の
二
大

別

は

、

「
も
」

が
ま

さ

に

「
係

り

の
助

詞
」

で
あ

る

と

い
う

点

、
ま

た

そ

れ

が
、
「も
」
の
意

味

と
も
密

接

に
関

連

し

て
い
る
と

い
う
点

か
ら

し

て
も
、

「
も
」

の
根

本
的

性
格

に
関
わ

る
重

要
な

区
分

で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

以

下

の
考

察

に
お

い
て
も
、

こ

の

こ
と

を
大

き
な

手
が

か

り

の

一
つ
と
す

る

で
あ
ろ

う
。二

、

「
A

も

B

は

」

と

い
う

形

式

の

諸

類

型

と

、

そ

の

意

味

構

造

そ

れ

で
は

次

に
、

「
A
も

B
は

」
と

い
う

形
式

（
以
下

こ
れ
を

「
モ

ハ

構

文
」

と
呼

ぶ
）

に

つ
い
て
検
討

し

て
み

る
。

そ
れ

に
あ

た

っ
て
、

ま
ず

お

の
お

の

の
係
助

詞
が

承
け

て

い
る
成

分

に
よ

っ
て
用

例
を

分
類

す

る
。

こ
の
形
式

は
、

「も

」

「
は
」

が
承

け

て

い
る
成
分

の
組

合

せ
か

ら
、
次

の

四

パ
タ

ー

ン
に
分
類

で
き
る
。

1
、

事
物

成

分

+

「も
」
-

状

況

限
定

（時

・
所

・
場
合

）
成

分

+

「
は

」

（1ー

モ

ハ
ー

）

2
、

事

物
成

分

+

「も
」
ー

状

況

限
定

以
外

の
成
分

+
「
は
」

（
11

モ

ハ
2

）



3
、
状

況
成

分

+
「
も

」
ー

事
物

成
分

等

+

「
は
」

（11

モ

ハ
3
）

a
、

位
格
成

分

+

「
も
」

b
、
時

格
成

分

+

「
も
」

c
、

接
続

助
詞

+

「
も
」

4
、
副

詞
的
修

飾

語

+

「も

」

（
=

モ

ハ
4
）

以
下

そ

の
各

々
に

つ
い
て
用

例

を
挙
げ

つ
つ
検

討

を
加

え

て
ゆ
く

こ
と

と

す

る
。

1
、
事

物
成

分

（主

格

・
対

格

）
十

「
も
」
―

状
況

（時

.
所

.
場
合

）

の
限
定

成
分

十
「
は
」

1
花

の
木
も
今

は

ほ
り

う
ゑ

じ

は
る
た

て
ば
う

つ
ろ
ふ
色

に
人
な

ら

ひ
け

り

（古

今

九

二
）

2
う
ち

つ
け

に
さ

び

し
く
も

あ

る
か
も

み
ち
ば

も

ぬ
し

な
き
宿

は
色

な

か
り
け

り

（同

八
四

七
）

3

〔
ひ
と

り
ぬ

る
時

は
ま

た
る

る
〕
鳥

の
ね

も
ま

れ

に
あ

ふ
夜

は
わ

び

し
か

り
け

り

（
同
八

九
五
）

4

〔
さ
ば

へ
な
す

荒
ぶ

る
〕

神
も

お
し
な

べ
て
今

日
は

な
ご

し

の
は

ら

へ
な

り
け

り

（拾

遺

=

二
四
）

5
岩

間

に
は
氷

の
く
さ

び
打

ち

て
け
り

玉
ゐ

し
水

も
今

は
も

り

こ
ず

（後
拾

遺

四
二

一
）

6
思

ふ

て
ふ

こ
と

は

い
は

で
も
思

ひ
け

り

つ
ら
き

も
今

は

つ
ら

し
と

思

は

じ

（同

七

八
六
）

7

〔夕

月
夜

ほ

の
め

く
〕

か
げ

も
卯

花

の
咲
け

る

わ
た

り

は
さ
や

け

か

り
け

り

（
千
載

一
四

〇
）

8
さ

び
し
さ

も

月

み
る
ほ

ど
は
な

ぐ

さ

み
ぬ

入
り
な

む

の
ち

を
訪

ふ

人

も
が
な

（
同

一
〇

〇

八
）

9

〔わ

け
わ

び

て

い
と

ひ

し
〕
庭

の
蓬
生

も

か
れ

ぬ
と
思

ふ

は
あ

は

れ
な

り
け

り

（同

=

四
五
）

10

〔岩

間

と
ち

し
〕
氷

も
け

さ

は
と

け

そ
め

て
苔

の
し
た

み
つ
道

も

と
む

ら

む

（新

古
今

七

）

11

〔
い
そ

の
か

み
ふ

る

の
の
〕
く

さ

も
秋

は
な

ほ
色

こ
と

に

こ
そ
あ

ら
た

ま

り
け
れ

（後

撰

三
六

八
）

12

〔ち

と

せ
ま

で
か
ぎ

れ

る
〕
松

も
今

日
よ
り

は
き

み

に
ひ
か

れ

て

万
代

や
経

む

（拾

遺

二

四
）

13

〔
し

の
の
め

の
明
け

ゆ
く
〕

空

も

か

へ
る
に

は
涙

に
く

る
る

も

の

に
ぞ

あ

り
け

る

（金
葉

四

二

三
）

14

〔
ゆ
く
秋

の
か
た

み
な

る

べ
き

〕

も

み
ち
ば

も
明

日
は

し
ぐ

れ
と

ふ

り
や
ま

が

は
ん

（新

古
今

五
四

五
）

今

こ
れ

ら

の
例
を

通
観

す

る
に
、

こ
の
型

に
属
す

る

も

の
に
は
次

の
五
点

の
顕

著

な
特

徴
が

指
摘

で
き

る
。

a
、

「も

」

は
主
格

を

は

じ

め

と
す

る

題

目
と

見

得

る
成

分
を

と

り

た

て
、

か

つ
意

外

の

「
も
」

と
見

得

る
も

の
が
多

い
。



b
、

「は
」

は
時

、
処

な
ど

を
表

す
成
分

を

承
け
、

「
も
」

が
と

り

た

て

た
主
題

に

つ
い
て
そ

の
状
況
を

限
定

し

て

い
る
。

c
、

「も

」
が

と

り
た

て

て

い

る
成

分

は
、

名

詞
修

飾

句

を

伴

っ
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

'

d
、

題

目
語
と

述
部

と

の
間

に
は
、

一
種

の
逆
態

関

係

が
成
立

し

て

い
る
。

e
、

文
末

表
現

に

は
ば
ら

つ
き

が
あ

る
が
、

概

し

て
、
け

り
止

め

の

も

の
が
多

い
。

以

下
、
各

項

の
意
味

す

る
と

こ
ろ
を

、
相

互
に
関

連
さ

せ

つ

つ
子
細

に
検

討

し

て
ゆ
く

こ
と
と

す

る
。

ま
ず
、

こ
の
型

に
お

い
て

は
、

「意

外

の

『
も

』

+
限
定

の

『
は
』
」

の

組
合

せ

の
例

が
多
く

、

そ

こ
に
は
次

の
よ
う

な

興
味
深

い
意

味

構
造

が

看

取
さ

れ

る

の
で
あ

る
。
今

、

う
ち

つ
け
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
固

閲

凹

制
ぬ
し
な
き
宿
剛
色

な

か
り

け
り

右

を
例

に
と

っ
て
説

明
す

る
。

三
句

目
以

下

の
大

意

は
、
「
も

み
ち
ば

」
が
、

主

な
き
家

に
お

い
て
は
、

そ

の
色
を

失

っ
て

い
る
、
と

い
う
も

の
で
あ

る

が

、

こ

こ
で
注

意

す

べ
き

は
、

「も

み
ち

ば
」

が

」
鮮

や

か

に
色

づ

く

も

の
」

で
あ

る
と

い
う
、

そ

の
も

の
が
本
質
的

に

も

っ
て

い
る
、

も

つ
と

も

特

徴

的
な

属

性
、

す
な

わ

ち
歌

学

で

い
う

と

こ
ろ

の
本

意

本
情

（
「事

物

が
そ

の
特
色

を

最
も

よ

く
発
揮

し

て

い
る
状
態

」
『
和
歌

大
辞

典

』
）

を
背

負

っ
て
お

り
、

そ

れ
を
念

頭

に
置

か
な

い
限

り

こ
の
歌

の
意

味
す

る

と

こ

ろ

は
殆

ど

解

し
得

な

い
と

い
う

点

で

あ

る
。

そ

し

て
今

、

こ

の
よ

う

な

「も

み
ち
ば

」

の

「本
意

」

を
踏

ま
え

て
見

る
な

ら
ば

、
述

部

の

「色

な

か
り

け
り

」
が

そ

の
本
意

本
情

に
反
す

る
振

る
舞

い
で
あ

る

こ
と

に
気

づ

く
。

つ
ま

り
主

部

と
述
部

の
間

に
は
あ

る
種

の
逆
接

性

が
感

じ
ら

れ

る

の

で
あ

り

、

「も

」

は
、

そ

れ
を

明

示

す

る
も

の
と

し

て

「意

外

」

の

ニ

ュ

ア

ン

ス
を
帯

び

て

い
る

の

で
あ
る
。

一
方

で

「は

」
も

ま

た
、

こ

の
よ
う
な

意
味

構

造

の
成
立

に
深

く
関

与

し

て
い
る
。

さ

き

に
挙
げ

た
例

で
い
え
ば

、
本

来
鮮

や

か
に
色

づ

く

「
も

み
ち
ば

」

が

「色

な

か

り
け

り
」

と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
ま
ま

で
は
承

認

し
が

た

い
事

態

で
あ

る
。

そ

こ
に

は
何
ら

か

の
特
殊

な
事
情

を

想
定

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

「は
」

が

承

け

て

い
る

「
ぬ

し
な

き

宿
」

と

い
う

句

は
、

ま

さ

に
そ

の
よ

う
な

特
殊

な
事
態

に

つ
い

て
の
言

語
表

現
な

の
で
あ

り
、

「
は
」

は

そ

れ
を

承

け

て
、

「
ソ
ノ
状

況

二
限

ッ
テ

ハ
」
と

、
事
態

を

強

く

限
定

し

つ

つ
と
り

た

て
て

い
る
。

す
な

わ
ち

、

こ

こ
で

の

「
は
」

は
限

定

の
用

法
を

示

し

て

い
る
。

今
述

べ
た

よ

う
な
意

味

構
造

は
、

こ

こ
に
挙
げ

た

ほ
ぼ

す

べ
て

の
例

に

わ

た

っ
て

一
様

に
認

め
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
、

「
A

（11
題

目

語
）

モ
B

（
11
状

況

限
定
成

分

）

ハ
…

…
」

と

い
う

こ
れ

ら

の
形

式

は
、

少

し
く

言
葉

を

補

え
ば

、

「
本
来

…
デ

ア

ル

ハ
ズ

ノ

A

モ
、

B
ト

イ
ウ

状
況

二
限

ッ
テ

ハ
、

ソ

レ

ニ
反

シ
テ
…
…

」
と

い
う

風
に
解

さ

れ

る

の
で
あ

る
。
こ

の
構
造

は
、
そ

こ
に

現
れ

て

い
る

「も
」



が
意

外

の

ニ

ユ
ア

ン
ス
を
、

ま
た

「は
」

が
限

定

を
示
す

こ
と

に
よ

っ
て

よ

り
鮮

明
な

も

の
と

な

る
。

「
も
」

が
題

目
部

と

述
部

と

の
逆
接

性

を

明

示

し
、

か

つ

「
は
」

が

あ
る
状

況
を

、
限
定

の
含

み
を
帯

び

つ

つ
と

り
た

て
る

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
逆
接

性

の
論

理
的

矛

盾

を
解
消

し

、
容

認
度

を

保

証

し

て
い
る

の
で
あ

り
、

こ

の
点

で

「
も
」

と

「は
」

の
意

味

上

の
必

然

性

は
、

か
な
り
強

固
な

も

の

で
あ

る
と

い
え

る
。

ま
た
、

こ
の
パ

タ
ー

ン

の
も

の
に

「け

り
」

止

め
が
多

い
と

い
う
事

実

も
、

こ

の
よ

う
な
構

造
と

の
関

わ

り
に
お

い
て
理
解
さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

表

現
主
体

が
抱

い
て

い
た

期
待

内
容

に
反
す

る

予
想

外

の
事
態

を

と
り

た

て
る

こ

の
形
式

は
、

事
態

に
対

す

る
新
た
な

発

見
を
表

明

す

る

「
け
り

」

と
と

り
わ

け
結

び

つ
き
や

す

い
も

の
で
あ

る
。

な

お

こ

こ
で
注
意

す

べ
き
は

、
題

目
部
と

述
部

と

の
間

に

み
ら
れ

た
逆

接
性

は
、

「
も
」

の
承

け

る
体

言

句
が

背
後

に
担

っ
て

い
る

「本

質

的

属

性
」

に
裏

打
ち

さ
れ

て
は
じ
め

て
成

り
立
ち

う

る
も

の

で
あ

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

よ
り

正
確

に

い
え
ば

、

両
者

の
間

に
逆
接

的

関
係

が
成

り
立

つ
た

め
に

は
述

部

の

示
す
内

容

と
逆

接
的

関

係

に
あ

る
属

性

を
、

「も
」

の
承
け

て

い
る
体

言
句
が

背
負

っ
て

い
る

こ
と

を
必

要
と

す

る
。

こ

の
点

で
、

「も

」

の
示

す
意

外

の

ニ

ユ
ア

ン

ス
は
、

そ

の
前

後

の
成

分

の
意

味

上

の
関
係

性

に
強

く
依
存

し

て

い
る

の
で
あ

り
、

も

し
述

部

の
内

容

に

対

立

し
う

る
属

性
が

「も
」

の
上

の
体

言
句

に
見

出
さ
れ

な

い
な

ら
ば

、

た

ち

ま
ち

「も

」

は
意

外

の
.ニ

ュ
ア

ン

ス
を
担

い
得

な

く
な

る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

「
も
」

の
承
け

て

い
る
体

言
句

が
担

っ
て

い

る
、

こ

の
よ

う
な

属

性

は
、

「
も
」

が
意

外

の

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

帯

び

る
た

め

に

は
必

須

の

も

の
と
考

え
ら

れ

る

の
で
あ

り
、

現
代

語
研

究

の
サ
イ

ド

で
は

「期
待

」
と

呼
ば

れ

て

い
る
も

の
で
あ

る

3̂
}。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
、

「も
」

の
承
け

て

い
る
体

言
句

が
担

っ
て

い
る

「期

待

」

の
内

容

は
、

体

言
そ

の
も

の

に
よ

っ
て

は
充
分

に
暗

示
さ

れ
得

な

い

場
合

も
あ

る
。

ま

た
、
そ

の
体

言

が
示

す
外

延

の
う
ち

、
あ

る
属

性
を

も

っ

た

も

の
に
限

っ
て
逆

接

性
が

成

り
立

つ
と

い

っ
た

場
合

も
あ

り

う

る
。

こ

の
よ
う
な

際

に
は
、

期

待

の
内
容

そ

の
も

の
を
、

言

語
表
現

と

し

て
あ
ら

た

め

て
明

示

し

て
お

く

必
要

が

生

じ

る
。

「も

」
が

承

け

て

い
る
体

言

の

多
く

に
見

ら
れ

る
連

体
修

飾
節

は
、
ま

さ

に

こ
の
よ
う

な

「期
待

」
内
容

の
、

言
語

と

し

て
の
顕

現
と

見
得

る
も

の
で
あ

る
。

そ
し

て

こ
の

こ
と

と
、

さ

き

に
述

べ
た
、

期

待

内

容

と
述

部

の
示

す

内

容

と

が
逆

接

の
焦

点

と

な

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と

と

は
必
然

的

に
、

〔岩
間
と
ち
し
〕
國

間
け
さ
図
と
け
そ
め
て
苔
の
し
た
み
つ
道
も
と

む
ら
む

右
の
例
の
よ
う
に
、
連
体
修
飾
節
と
述
部
と
が
言
語
表
現
上
逆
接
の
焦
点

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
。
ま
た
、

〔ひ
と
り
ぬ
る
時
は
ま
た
る
る
〕
圓

…圏

馴
ま
れ
に
あ
ふ
夜
ば
わ
び

し
か

り
け

り

の
例

に
お

い

て
は
、

「鳥

の
ね

」
と

い
う

一
つ
の
事

象

に

つ
い
て
、

「
ひ
と

り
ぬ

る
時
」

と

「ま

れ

に
あ

ふ
夜

」
と

い
う

二

つ
の
異
な

っ
た
状

況
が

、

「は
」

に

よ

っ
て
対

比

さ

れ

つ

つ
、

「も

」

の
上

下

に
対

置

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

り
、

「
も
」

の
上
部

の
事

象

に

対

し

て
も

同

じ
く

「
は
」

に
よ

る

状

況

の
限
定

が
加

え

ら
れ

て
い
る
。

こ
の
例

は
、
連

体
修

飾
節

が

表
す
内



容

も
所

詮
、

述

部

の
示
す

事

態

（
「
は
」
に

よ

っ
て
あ

る
状

況

に

限
定

さ

れ

た
）

と
対

比
さ
れ

う

る
相

対
的

な

一
事
態

に

過
ぎ

な

い
と

い
う

こ
と

を

端
的

に
示
し

て

い
る
。

こ
の
、

「
本
来

…

で
あ

る

は
ず

の
」
と

い
う

期

待

内

容

を

「
も
」

の
上

部

の
連
体

修

飾
節

が
表
現

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

は
、

〔ゆ
く
秋
の
か
た
み
な
る
割

〕
[
圓

凹
矧
明
日
剛
し
ぐ
れ
と
ふ

り

や
ま

が

は
ん

の
よ
う

に
、
節

中

に
当
為

当
然

を
表

す

「
べ
し

」
が

現
れ

て

い
る
例

が
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
も
は

っ
き

り
と
窺

わ
れ

る
。

以
上

の
よ

う

に

「も
」

が
承

け

て

い
る
体

言

句
中

の
連

体
修

飾
語

は
、

体

言

の
担

っ
て

い
る
、
-述

部
と

対
比

さ
れ

る

べ
き

「期
待

」

の
内

容

が

言

語
表
現

と

し
て
現

れ
た

も

の
と

み

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。

以
上

の
考

察
を
踏

ま

え
た
上

で
、

モ

ハ
ー
、

の
表

す
意

味

は
、
あ

ら

た

め

て
次

の
よ

う

に
定

式
化

で
き

る
。

「
〔本

来

…
デ

ア

ル

ハ
ズ

ノ
〕
A

モ
、
B
ト

イ
ウ
状

況

ニ
オ

イ

テ

ハ
、
（
ソ

レ

ニ
反

シ
テ
）

…
デ

ア
ル
」

そ

し

て
、

和
歌

に
お

い

て
は

こ
の
よ
う
な

構

造

を
、

一
種

の
修
辞

技

巧

と
し

て
意
図

的

に
利
用

し
た

と
思
わ

れ

る
ふ

し
が
あ

る
。

す
な

わ
ち

、

4
、

7
、

9
、

11
、

12
、

13

の
各

例

で
は

そ
れ

ぞ

れ

「荒

ぶ

る
」
と

「な

ご

（和
）

し
」
、

「
ほ

の
め

く
」

と

「さ

や
け

か

り
」
、

「
い
と

ひ
し
」
と

「
あ

は
れ

」
、

「
ふ

る

（古

る
）
」
と

「あ

ら
た

ま
り

」
、

「
ち
と

せ
]

と

「
万
代

」
、

「明

け

ゆ

く
」

と

「く

る

る

（暮

る

る
）
」
と

い
う

よ

う

に
、
対

概

念

を

な
す

語

が

そ

れ
ぞ

れ
、

「
も
」

の

承
け

て

い
る
体

言

の
連
体

句

中

と
、

述

部

と

に
配

さ
れ

つ
つ
、

一
種

の
対

照
法

（O
O
コ
け
困
ΩD
Gり
け
）

を
形

成

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、

モ

ハ
ー
、

の
パ

タ
ー

ン
に
お

い
て
は

、

「
も
」

の
前

後
、

よ

り
正
確

に

は

「
も
」

が
承

け

て

い
る
主
部

と
、
述

部

と

の
間

に
あ

る
種

の
逆

接
的

な
関

係

が
認

め
ら

れ
た
。

こ

の
、
逆

接

と

い
う

こ
と

は

一
般
的

に
、
節

と
節

の
間

に
お

い

て
認
め

ら
れ

る
も

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

こ

の
ケ

ー

ス

で
は
体

言
句
と

用

言
と

の
間

に
そ

の
よ
う

な
関

係

が
生

じ

て

い

る
。

今

こ
れ
を

、
前

者

の
よ

う
な

ケ
ー

ス
も
含

め

て

「逆

事
態

」

士

呼
ぶ

こ
と

と
す

る
。

以

上

の
よ
う

に
、

モ

ハ
ー
、

に
お

い
て
は
、

意
外

の

「
も
」

+

限
定

の

「は

」
が

発
現

し
や

す

い
。

こ
れ

は

「
も
」

「
は
」

が
承
け

て

い
る
成
分

、

お
よ

び
述
部

相

互

の
意

味

的

関
係
性

に

よ
る
と

こ
ろ
が
大

き

い

の
で
あ

る
。

2
、

事
物
成

分

十
「
は
」

（主
格
、
対
格
）
十
「も
」
1

状
況
限
定
以
外
の
成
分

1
鶴
亀
も
ち
と
せ
の
の
ち
は
し
ら
な
く
に
あ
か
ぬ
心
に
ま
か
せ
は
て

て
ん

（古
今

三
五
五
）

2
あ
ま
の
は
ら
ふ
み
と
ど
ろ
か
し
鳴
る
神
も
お
も
ふ
な
か
を
ば
さ
く

る
も
の
か
は

（古
今
七
〇

一
）

3
は
ふ
り
こ
が
い
は
ふ
社
の
も
み
ち
ば
も
標
を
ば
越
え
て
散
る
と
い

ふ
も
の
を

（拾
遺

一
=
二
五
）

4
吹
く
風
も
花
の
あ
た
り
は
こ
こ
ろ
せ
よ
今
日
を
ば
つ
ね
の
春
と
や



は
見

る

（金

葉

三

二
）

5
ふ
く

風
も
木

々
の
枝

を
ば
な

ら
さ

ね

ど
山

は

ひ
さ

し
き
声

き

こ
ゆ

な

り

（千
載

六

二
二
）

こ
こ
に
挙

げ

た
諸

例
も

、

「
も
」

の
表

現
的

機
能

に
関

し

て
は

モ

ハ
ー

と

同
様
、

逆
事

態

の
構
成

に

あ
ず

か
る
意

外

の

「
も
」

で
あ

る

こ
と
が

看

取

さ

れ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

2
や

3

の
よ

う

に
、

「も
」

の
承
け

て

い
る

体

言
が
、

期
待

内
容

の
言
語
表

出
と

見
得

る
連

体
修

飾

語
を

と
も
な

っ
て

い
る
点

か
ら
も

明
ら

か

で
あ

り
、

一
方

「
は
」

に

つ
い
て
も

、
承

け

て

い

る
成

分

に
状
況

か
対

格

か

の
相
違

は
あ
る

に
せ

よ
、

事
態

、
事

象

を
限
定

す

る
…機
能

を

は
た

し
て

い
る
と

い
う
点

に

関
し

て

は
同
様

で
あ
る
。

た

だ
、

こ
の

「
は
」

に
よ

る
限
定

の
作

用
が
、

逆
事

態

の
構

成

に
あ

た

っ
て
ど

の

よ
う

に
機

能

し
て

い
る
か

と

い
う
点

に

つ
い
て
は
、

さ
き

の

モ

ハ
ー
と

は

そ

の
趣

を

異

に
す

る
。

す
な

わ

ち
、

モ

ハ
ー

に
お

い
て
、

「は
」

に

よ

る

事
態

の
限

定

は

「も

」

の
承
け

る
体

言
句
と

述
部

と

の
間
に

み
ら

れ
る

そ

ぐ
わ

な
さ

を
論

理
的

に
保

証
す

る
た

め

の
も

の
で
あ

っ
た

の
に
対

し

て
、

こ

こ
に
挙
げ

た

諸

例

で
は
、

「
は
」
は
逆

事

態

の
対
立

項

中

の
成

分

を

と

り

た

て
る
は
た

ら
き

を

し
て

い
る
と

見
得

る
も

の
が
多

い
の
で
あ

る
。

た

と

え
ば

3

の
例

に

つ
い
て
、

モ

ハ
ー
に
な

ら

っ
て

「は

ふ
り

こ
が

い
は

ふ

社

の
も

み
ち
ば

」
と

「越

え

て
散

る
と

い
ふ
も

の
を

」
.
の
間

に
逆
事

態

の

関

係
を

見

出

そ
う

と
す

る

と

い
さ

さ

か
的

外

れ
と

な

る
。

「標

を
ば

」

ま

で
含

め

て

「
も
」

以
下

の
述
部

全
体

を
対
立

項

と

見
る

こ
と

で
は

じ
め

て

そ

の
逆
事

態
性

が
明

確

に
な

る
。

こ
の
点

で
、
「
も
」
の
承
け

る
体

言
句

と
、

「
は
」

が

承
け

る
成

分
を
除

い
た
述

部
と

で
充
分

に

こ

の
よ
う

な
関

係

が

感

得
さ

れ

た

モ

ハ
ー
と

は
相

違

し

て

い
る

の
で
あ

り

、

こ
れ

は

こ
れ

ら

の

「
は
」

が
、

時
格

等

の
状

況
成

分

に
比

べ
て
述

語
用

言

の
意
味

構
成

に

ょ

り

深
く

関
与

し

て

い
る
対
格

を

承
け

て

い
る

こ
と
に

よ

る
も

の
と
思

わ

れ

る
。

6
ち
と

せ
ま

で
君
が

つ
む

べ
き
菊

な

れ
ば
露

も
あ

だ

に

は
置

か
じ
と

そ
思

ふ

（金
葉

二
四

二
）

7
な
げ

き
あ

ま

り
し
ら

せ

そ
め

っ
る
事

の
葉

も
思

ふ
ば

か

り

は

い
は

れ
ざ

り
け

り

（千
載

六

六
〇
）

8
ぬ

る
が
う

ち

に
み

る
を

の
み
や

は
夢

と

い
は

む
は

か
な

き
よ

を
も

う

つ
つ
と

は

み
ず

（
古
今

八

三
五
）

9
ふ
り

に
け

り
む

か

し
を
知

ら
ば

さ
く

ら
花

ち

り

の
末

を

も
あ

は
れ

と
は

見
よ

（千
載

一
〇
七

一
）

ま

た
、

以

上

の
例

の
よ
う

な

「
は
」

が

副
詞

（的
成

分
）

や

ト
格

を
承

け

て

い
る
例

も
含

め
た

こ
の
ケ
ー

ス
の
諸

例
に

は
、
文

末

に
打

消
、

命
令

、

反

語
、

逆

接

表

現

を

と

る

も

の
が
多

く
、

か

つ
そ
れ

が

対

比

・
限
定

の

「
は
」

の
も

つ
拒

斥
性

と
密

接

に
関
わ

る

も

の
で
あ

る

こ
と

は
注
意

を

要

す

る
。



3

、

状
況
成
分
十
「も
」
1

事
物
成
分
十
「
は
」

状
況

を
表
す

成

分
と

し

て
は
、

場
所
を

あ
ら

わ
す

も

の
、

す

も

の
、
ま

た
接
続

助

詞

に
よ

る
も

の
の
三

つ
が
あ

る
。

a
、
位
格

成
分

+
「
も
」
1

主
格

+

「
は
」

時
を
あ
ら
わ

ま
ず

「
も
」
が

場

所

を

表

す

成

分
を

承

け

て

い
る

例

か

ら

み

て
ゆ

く

（な

お

こ

こ
に
は
、

そ

の
成
分

相

互

の
関

係

の
あ
り

方

の
近
さ

に
鑑

み
て
、

「全

体
主

格

―
部
分

主
格

」

の
例

も
含
ま

せ

る
。
）
。

1

〔故
郷

と
な

り

に
し
〕

な

ら

の
み
や

こ
に
も
色

は
か

は
ら
ず

花

は

さ

き
け

り

（古
今

九

〇
）

2
た
ぎ

つ
せ

の
な

か
に
も

よ

ど
は
あ

り

て
ふ
を

な
ど

わ
が

恋

の
淵
瀬

と
も
な

き

（同

四
九

三
）

3
た
ね

し
あ
れ

ば

い
は

に
も
松

は
お

ひ
に
け

り

恋
を

し

こ
ひ
ば

あ

は

ざ

ら

め
や
も

（同

五

一
二
）

5

〔あ

し
ひ
き

の
山

の
山

守
も

る
〕
山

も

も
み
ち

せ
さ

す

る
秋

は
き

に
け

り

（後

撰

三
八

四
）

6

〔雪

ふ
か
き

岩

の
か
け

み
ち

あ
と
た

ゆ

る
〕
吉

野

の
里

も
春

は
き

に
け

り

（千

載

三
）

7
藍

の
根

の
う

き
身

の
ほ
ど

と
知
り

ぬ
れ
ば

う

ら

み
ぬ
袖

も
浪

は

た

ち
け

り

（拾

遺

七
七

一
）

8
草
の
庵
な
に
露
け
し
と
お
も
ひ
け
ん
漏
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け

り

（金
葉

五
三
三
）

9
て
る
月
の
か
げ
さ
え
ぬ
れ
ば
浅
茅
原
雪

の
し
た
に
も
虫
は
な
き
け

り

（同

二
九
五
）

10
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮

（新
古
今
三
六
二
）

モ

ハ
ー

の
パ

タ
ー

ン
に

お

い

て
は
、

「も
」

の
承
け

て

い
る
体

言
句

と

述
部

と

が
逆

事
態

の
焦

点

で
あ

り
、

ま
た

モ

ハ
2

で
は

「
も
」

の
上

の
体

言
句

と

「
は
」

を
含

む
述
部

全
体

が

対
立

を
な

し

て

い
た
。

こ
れ

に
対

し

て

こ

の

パ

タ

ー

ン
で

は
、

「も

」

の

承

け

て

い

る
体

言
句

と
、

今

度

は

「
は
」

の
承

け

て

い
る
成
分

と
が

逆
事

態

の
焦
点

と

な

っ
て

い
る
も

の
が

多

い
。
換

言

す

れ
ば
、

場
を

表
す

語

と
そ

こ
に

お
け

る
存
在

物

と
が
逆

事

態
を

構
成

し

て
い
る

の

で
あ

り
、

い
き

お

い
述
部

は
、

モ

ハ
ー
お
よ

び

2

の
パ

タ
ー

ン
と

比

べ
て
逆
事
態

性

の
構

成

へ
の
関
与

が
希
薄

で
あ
る
。

こ

の
こ

と

は
、

述
部

の
用

言

が
、

「あ

り

」

「
な

し
」

「来
」

「生

ふ
」

「
の

こ

る
」

な
ど

の
、
存
在

、

出
来

を
あ

ら
わ

す
も

の
で
あ

る
ケ
ー

ス
に
お

い

て

著

し

い
。

こ
れ
ら

は
そ

の
存
在

、

出
来

の
主

体

を
前

提
と

し

て
は
じ
め

て

意

味

を
も

ち

う

る
も

の
で
あ

る
か

ら
、

い
き

お

い
、
存

在
物

を

示
す

語
が

逆

事
態

の
焦
点

と
な

っ
て
く

る

の
で
あ

る
。

「も

」

が

承
け

て

い
る
場

所

語
も

モ

ハ
ー
と

同

様
、

期
待

内

容

を
担

っ

て

お
り
、
.
そ

れ

は

〔故

郷

と
な

り
に

し
〕
な

ら

の
み
や

こ
に
も
色

は

か

は
ら
ず

花

は
さ
き



け

り

の
よ
う

に
、
場

所

語
が
と

も
な

っ
て

い
る
連
体

修
飾

語

に
お

い
て
や

は
り

端
的

に
表
さ
れ

て
い
る
。

さ

て
、

こ

の
形
式

に

お

け

る

「
も
」

「
は
」

の
機

能

は

一
体

い

か
な

る

も

の

で
あ

ろ

う

か
。

「も
」

は

モ

ハ
ー
、

2
と

同

様
、

意

外

の

「
も
」

で

あ

る
場
合

が
多

い
。

こ
れ
に
対

し

て

「
は
」

は
、

…
と

い
う
状

況

の
な

か

に
あ

っ
て
、

そ
れ
と

は

そ
ぐ
わ

な

い
事
物

の
存
在

を

と

り
た

て
る

「
は
」

で
あ
り

、

こ
の
よ
う

に
逆

事
態

を
構

成
す

る

語
そ

の
も

の
を

と
り

た

て

て

い
る
と

い
う
点

に

お

い
て

モ

ハ
ー
の

「は

」
と

は

そ

の
趣

を
異

に

し

て

い

る
。

b
、

時
格

成
分

+

「も

」
ー

主
格

、
対

格

+

「は

」

1
ふ

る
さ

と

の
佐
保

の
河

水
今

日
も

猶

か
く

て
あ

ふ
せ

は
う

れ

し
か

り
け

り

（後

撰

一

一
八

一
）

2
ち

は
や

ぶ

る
平

野

の
松

の
枝

し
げ

み
千

代
も

八

千
代

も
色

は

か
は

ら

じ

（拾
遺

二
六
四
）

3
時

の
間
も

心
は

そ
ら

に
な

る
も

の
を

い
か

で
す

ぐ

し
し
昔

な

る
ら

ん

（同

八
五

〇
）

4
限

り
あ
り

て
別

る

る
時

も

七
夕

の
涙

の
色

は
か

は
ら
ざ

り
け

り

（同

=

ハ
四
）

5
な

が
め

つ
つ
昔

も
月

は
見

し
も

の
を

か
く
や

は
袖

の
ひ
ま

な

か
る

べ
き

（千
載

九

八

五
）

6
命
あ
れ
ば
こ
と
し
の
秋
も
月
は
見
つ
別
れ
し
人
に
あ
ふ
世
な
き
か

な

（新
古
今
七
九
九
）

7
そ
こ
は
か
と
思
ひ
つ
づ
け
て
き
て
見
れ
ば
今
年
の
け
ふ
も
袖
は
ぬ

れ
け
り

（同
八
四
一
）

以
上

挙

げ

た

ケ

ー

ス
で
は
、

「も
」

が

単

純
な

暗

示
、

い
わ

ゆ

る

「単

純

他
者

肯

定

」

と

し

て
機
能

し

て
い

る
場
合

が
多

い
。

こ
れ

は
、

「
も
」

.が

承
け

て

い
る
時

を

表
す
体

言

の
多

く
が
、

「昔

」

と

い
え
ば

「今

」

を
容

易

に
連

想
さ

せ

る
と

い

っ
た
よ

う
な
、

相

対
的

な
概

念
を

表
す

も

の

で
あ

る

と

こ
ろ

か
ら

く
る

も

の
で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

c
、

接

続
助

詞

+
「も

」

1
恋

ひ

つ
つ
も
今

日
は
暮

し

つ
霞

た

つ
明

日

の
春

日
を

い
か

で
暮
ら

さ

ん

（拾

遺

六

九
五
）

2
お
く

れ

て
も
さ

く

べ
き
花

は
さ

き

に
け

り

み
を

か
ぎ

り
と

も
思

ひ

け

る
か
な

（後
拾
遺

一
四
七

）

3
山
彦

の
声

に
た

て
で
も

年
は

へ
ぬ

わ
が

も

の
思

ひ
を

し
ら

ぬ
人

き

け

（後

撰
七

九
七

）

4
時

雨
に

も
雨

に
も

あ
ら

で
君

恋

ふ
る
年

の
ふ

る
に
も

袖

は
濡
れ

け

り

（拾
遺

六

八
八

）



以
上

の
諸
例

に
お

い

て
も
、

そ

の
ほ
と

ん
ど

の

「
も
」

が
逆
事

態

を

形

成
す

る

も

の
で
あ

る
。

さ

ら

に
そ
れ

が
、
接

続

助
詞

を
承

け

て

い
る
と

い

う

こ
と

か
ら
、

「接
続

助

詞

+

「も
」
」
全
体

で
逆
接

の
接

続
助

詞

と
等

価

な
表

現

と
な

る

の
で
あ

る
。

そ
し

て

こ
こ
に
現

れ

て

い
る

「
は
」

の
あ

り

よ

う

は
、
さ

き

に

み
た

位

格

+

「
も
」

の

そ
れ

と

同

じ
く

、

「
も
」

が

と

り

た

て
た

状
況

に
そ

ぐ
わ

な

い
事

物

を
と

り
た

て

て

い
る
。

こ
れ

に
関

し

て
は
次
節

に

お

い
て
再
び

触
れ

る

で
あ
ろ

う
。

4

、

副
詞
的
修
飾
語
十
「も
」

1
こ
り
ず
ま
に
又
も
な
き
名
は
た
ち
ぬ
べ
し
人
に
く
か
ら
ぬ
世
に
し

す
ま

へ
ば

（古
今
六
三

一
）

2
と
ど
め
あ
へ
ず
む
べ
も
と
し
と
は
い
は
れ
け
り
し
か
も
つ
れ
な
く

過
ぐ
る
齢
か

（同
八
九
八
）

3
も
ろ
と
も
に
お
な
じ
都
は
い
で
し
か
ど
つ
ひ
に
も
春
は
わ
か
れ
ぬ

る
か
な

（千
載

=
二
〇
）

4
う

へ
に
の
み
お
ろ
か
に
燃
ゆ
る
蚊
遣
火
の
よ
に
も
そ
こ
に
は
お
も

ひ
こ
が
れ
じ

（後
撰
九
九

一
）

5
お
し
て
る
や
な
に
は
の
水
に
や
く
し
ほ
の
か
ら
く
も
わ
れ
は
お
い

に
け
る
か
な

（古
今
八
九
四
）

6
あ
や
め
草
ね
た
く
も
君
は
と
は
ぬ
か
な
け
ふ
は
心
に
か
か
れ
と
思

ふ
に

（金
葉

一
二
七
）

右

の
よ
う

に

「も

」
が

副
詞

的
成

分
を

承
け

て

い
る
場
合

に

お

い
て
は
、

逆
事

態

性

は

ほ
と

ん
ど
感

じ
ら

れ
な

い
。

さ

ら
に
、
「も

」
が
文
末

の
打

消
、

願

望
、
詠
嘆

等

の
陳
述

表

現
と

応

じ
て

い
る
も

の
が

多

い
。

こ
れ

は
、
「
も
」

が

承
け

て
い

る
副

詞

の
語
性

に
よ

る
と

こ
ろ
が

大
き

い
も

の
と

思
わ
れ

る
。

す

な
わ

ち
、

元
来
副

詞

は
、
逆

事
態

性

に
対

し

て
は
比
較

的

ニ

ュ
ー
ト

ラ

ル
な

語

で
あ

る
。

ま

た
、

こ
こ

で
我

々
は
、

こ
れ
ら

の
例

に
、
陳
述

副

詞

を

は
じ

め
と

す

る
文

修
飾

の
副

詞

が
散
見

さ
れ

る
と

い
う

点

に
も

注
意

し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

文

末

の
陳

述

と
呼

応
す

る
成

分
を

承

け

て
い
る
だ

け

に
、

「
も
」

も

そ

れ
と

の
密
接

な

関
連
を

示
す

こ
と
と
な

る

の
で
あ
る
。

A
二

つ
、

6
、

7

の
よ
う
な

、

「
形
容

詞
連

用
形

+

『
も
』
」

の
ケ
コ

ス
に

関

し

て
は
、

川
端

善

明
氏

が

こ
れ
ら

を

一
種

の

「逆
述

語

」
と

み
な
さ

れ

た
上

で
、

文

末
助

詞

の

「
も
」

と

の
関
連

性
を
指

摘

し

て

い
る
と

い
う

こ

と
も

、
こ
こ

で
考

え

合
わ

せ

る
必

要
が
あ

る

で
あ

ろ
う

三̂
。

ま
た
、
「
は
」

に

は
限
定

の

ニ

ュ
ア
ン

ス
が
感
知

さ

れ
に

く

い
。

む

し
ろ

題

目
提
示

に
近

い
と

い
う

印
象

を

与

え
る
も

の
で
あ

る
。

三

、

他

形

式

と

の

比

較

こ
こ

で
は
、

関
連

す

る
と

み
ら

れ

る
他

の
構
文

と

比
較

す

る
こ
と

に
よ

り
、

当
該

の

モ

ハ
構
文

の
も

つ
特
質

を

、
さ

ら

に
浮

き
彫

り

に
し
て

み
よ

う
と

思
う
。

ま

ず

同

じ

く

「
は
」

「も

」
共

起
構

文

で
あ

り
な

が

ら
、

そ

の
出
現

順

序

を

異

に

す

る
、

「
A
は

B

も
」
と

い
う

形
式

（
ハ

モ
構

文
）

と

比
較

し



て

み

る

と

、

春
雨
に
い
か
に
ぞ
梅
や
に
ほ
ふ
ら
ん
わ
が
み
る
枝
は
色
も
か
は
ら
ず

（後
撰

三
九
）

ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
山
ざ
と
の
夕
ぐ
れ
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な

し

（古
今

二
〇
五
）

人
し
れ
ず
お
も
ふ
心
は
春
霞
た
ち
い
で
て
君
が
め
に
も
見
え
な
む

（古
今

九
九
九
）

恋
ひ
て
へ
む
と
思
ふ
心
の
わ
り
な
さ
は
死
に
て
も
し
れ
よ
忘
れ
が
た

み
に

（後
撰
八
二
〇
）

い
と
に
よ
る
も
の
な
ら
な
く
に
別
れ
ぢ
は
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
も
お
も
ほ

ゆ
る
か
な

（拾
遺
三
三
〇
）

か
き
く
ら
し
雪
も
ふ
ら
な
ん
桜
花
ま
だ
さ
か
ぬ
ま
は
よ
そ
へ
て
も
見

む

（拾
遺

一
〇
三
四
）

の
よ
う

に
、

ハ
モ
構

文
に

お

い
て
は

「題

目
提

示

の

『
は
』

+
陳

述
依

存

の

『
も
』
」
と

い
う
組

合

せ
が

多

く
、

こ

の
点

に

お

い
て

モ

ハ
構
文

と

は

対
蹟

的
な

傾

向
を

示
し

て

い
る
。

そ

の
要
因

と

し

て
、

ハ
モ
構
文

に

お

い

て
は
、

「
は
」
が

題

目
を
提

示
す

る
助

詞

と

し

て

「も

」

の
上

に
位

置

し

た

結

果
、

「
も
」

は
よ

り
文

末

近

く

に
あ

っ
て
陳

述

表

現

と

の
結

び
付

き

が
強

く
な

っ
た
た

め

で
あ

る
と
解

せ

ら
れ

る

の
で
あ

り
、

こ
れ

に
対

し

て

モ

ハ
構
文

の
揚
合

は

「も

」
が

「は

」

の
上

に
位

置
し

て

い
る

こ
と

に
よ

り
、

い
き

お

い

「
も
」
は

文
末

の
陳
述

表
現

と

の
関
連

性
が

希
薄

に
な

り

や

す

く
、

む

し
ろ

モ

ハ
2

に
お

い
て

み
ら

れ

た
よ

う

に
、

「
は
」

の
方

が

そ

れ
と

の
密
接

な

関
わ

り
を

示
す

よ

う

に
な

っ
た

も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

と

こ
ろ

で

私

は
さ

き

に
、

モ

ハ
3

に
お

け

る
、

「
も
」

が
位

格

や

接
続

助

詞

を

承

け

て

い
る

ケ

ー

ス
に

関

し

て
、

そ

こ
に

現

れ

た

「は
」

が
、

「も

」

の
と

り
た

て

て

い
る
状

況

に
そ
ぐ

わ
な

い
事
物

を

と

り
た

て
る
も

の
で
あ

る

こ
と

を
指

摘

し
た
。

こ

の
よ
う
な

「
は
」

の
表

現
性

は
、

伊
勢

の
海

の

つ
り

の
う

け
な

る
さ

ま
な

れ

ど
深

き
心

は

そ

こ
に
し
づ

め

り

（後

撰

一
〇

八

五
）

ま
め

な
れ

ど
あ

だ
名

は

た
ち

ぬ
た

は
れ

島

よ

る
し
ら
浪

を

ぬ
れ
ぎ

ぬ

に
着

て

（
同

一
一
二
〇
）

あ
し

ひ
き

の
山

か
き

く

も
り

し
ぐ

る
れ

ど
も

み
ち

は

い
と

ど
照

り
ま

さ

り

け
り

（拾
遺

二

一
五
）

つ
ら

け
れ

ど
人

に

は

い
は
ず

石
見

潟
怨

み
ぞ

ふ
か

き
心

ひ
と

つ
に

（
同

九

八
〇

）

右

に

挙
げ

た
よ

う
な
逆

接

接
続

助

詞
と

共
起

し
た

そ
れ

に
非

常

に
近

い
も

の
で

あ
る
。

そ

し

て

こ
の
、

「意

外

の

『
も
』
」
と

、

「
ど
」

「
ど
も

」

を
は

じ
め

と
す

る
逆
接

の
接

続

助

詞
と

は
、

「
も
」

の
表

す
逆

事
態

性

か

ら
も
、

ま

た

「と

も

」

「
ど

も
」

が

お

の

お

の

「と

/

ど

」

+

「も

」

を

そ

の
起

源

と
す

る
こ
と

か
ら

も
わ

か

る
よ

う

に
、
そ

の
表

現
価

値

の
点

に
お

い
て

共

通

の
基
盤

を
有

す

る
も

の
と
思

わ
れ

る

.三
。

と

こ
ろ

で
、
逆

接
接

続

助

詞
と

「は

」
と

の
共
起

の
例
と

し

て
古
典

語

に

お

い

て
頻

繁

に
見

出
さ

れ

る
も

の
と

し

て
、

さ

さ

の
葉

は

（者

）

み
山

も
さ

や

に
乱

る
と

も
吾

は

（者

）

妹
思

ふ



別
れ
来

ぬ
れ

ば

（万

一三
三
）

わ
が
ま

た

ぬ
年

は
来
ぬ

れ

ど
冬
草

の
か

れ

に
し

人
は

お
と
つ

れ

も

せ

ず

（古

今

三
三

八
）

武
蔵

野
は
袖

ひ

つ
ば

か
り

分
け

し
か
ど
若

紫

は
た

つ
ね

わ

び

に
き

（後

撰

一
一
七

七
）

か
や
う

に
憎

か

ら
ず

は
聞

こ
え

か
は
せ

ど
、

け
近

く
と

は
思

ひ
よ
ら

ず

（源

氏

夕
顔

）

の
よ

う
な
対

比

の
構

文
が
あ

る
。

今
、
上

述

の

「
も
」

と
逆

接
助

詞

と

の

通
有

性
と

い
う
点

を
考

鼠
す

る
な

ら
ば
、

〔ひ
と

り
ぬ

る
時

は
ま

た

る
る
〕
鳥

の
ね

も
ま

れ

に
あ

ふ
夜

は
わ

び

し

か
り
け

り

（古
今

八
九

五
）

右

の
よ

う
な

、

「
も
」

を
境

に

「は
」

が
対

置

さ

れ

て

い

る

モ

ハ
構

文

の

例
を

、

こ
れ
ら

と

の
関
わ

り
に

お

い
て
見
る

こ
と

も
許

さ
れ

る

で
あ

ろ
う
。

モ

ハ
構
文

に
お

け

る

「も

」

「
は
」
共
起

の
必
然

性

は
、

以

上

の
よ

う

な
背

景

の
中

で
理
解
さ

れ

る

べ
き

で
あ

り
、

こ

の
構
文

は
ま

た
、

イ
カ

ナ
本
免

モ
犬

ニ
ハ
得

ラ

レ
タ

ソ

（毛

詩
抄

巻

十

二
）

イ
カ
程

給

テ

モ
天
子

ノ
御

心

ニ
ハ
ア
キ

タ
ラ

ヌ
ゾ（毛

詩

抄

巻

十

五
）

い
や
、

侍

と

い
ふ

て
も

ひ

だ
る

い
こ
と

は
か

ん

に
ん

は
な
ら

ぬ

よ

の

（狂

言
記

苞

山
伏

）

貴

さ

ま

の
着

物

も
、
薄

綿

に
な

っ
て
は
夫

限

だ
と

思

は

つ
し
や

い
。

（浮

世
風

呂

前
編

）

や
、

冒
頭

に
挙
げ

た

現
代

語

の
例

に
も
窺
わ

れ

る
よ
う

に
、

日
本

語

表
現

の

一
形

式

と

し

て
、

現

代

に

ま

で

脈

々
と

流

れ

続

け

て

い

る

も

の

な

の

で

あ

る
。

【注
】

（1

）

こ
の
三
分
類
に

つ
い
て
は
沼
田

（
一
九
八

五
）
参

照
。

（2
）

こ
の
よ
う
な

「も
」

が
最
も
原
初
的

な
用
法

で
あ

っ
た
と
す

る
論
者

は
、
川
端

（
一
九

六
三

a
お
よ
び

b
）
、
森
野

（
一
九
九
六
お
よ
び

一
九
九
七
）
を

は
じ
め
、

少
な
く
な

い
。

（3

）

「期
待
」
に
関

し
て
は
、
井
島

（
一
九
九

六

a
お
よ
び

b
）
を
参

照
。

（4
）

注

2
川
端

論
文
。

（5
）

ち
な
み

に
吉

国
茂

晃
も
、
万
葉
集
中

に

「逆
接
構
成

の

『も
』
」
が
存
在
す

る
こ

と
を
指
摘

し
て
い
る

（吉

田

一
九

九
〇
）。

参
考
文

献

尾
上
圭

介

（
一
九

八

一
）

「『
は
』

の
係

助
詞
性
と
表

現
的

機
能
」
『
国
語
と
国
文
学
』

五

八
巻

五
号

工
藤
美

紗
子

（
一
九
六
三
）
「『
も
』
と

い
う
助
詞

の
意
味

」
『
文
学
』

（岩
波
書
店
）
一三

巻

一
二
号

川
端
善

明

（
一
九
六

三

a
）

「助
詞

『
も
』

の
説
―

文
末

の
構
成
ー
」
『
万
葉
』
四
七
号

川
端
善

明

（
一
九
六
三

b
）
「助
詞

『
も
』
の
説
ー

二
、
心
も
し

の
に
鳴
く
千
鳥

か
も
ー

」

『
万
葉

』
四
八
号

沼

田
善
子

（
一
九

八
六
）
「と
り
た

て
詞
」

（奥

津
敬

一
郎
編

『
い
わ
ゆ
る
口
本
語
助

詞
の

研
究

』
所
収
）



吉
田
茂
晃

（
一
九
九
〇
）
「万
葉
集
に
お
け
る
助
詞

『も
』
の
文
中
用
法
」
『
島
大
国
文
』

一
九
号

大
野
晋

（
一
九
九
四
）
『
係
り
結
び
の
研
究
』
岩
波
書
店

森
野
崇

（
一
九
九
六
）
「奈
良
時
代
の
終
助
詞

『も
』
に
関
す
る
考
察
」
『
二
松
学
舎
大
学

論
集
』
三
九

同

（
一
九
九
七
）
「奈
良
時
代
の
係
助
詞

『
も
』
に
関
す
る
考
察
」
『
二
松
学
舎
大
学

論
集
』
四
〇

井
島
正
博

（
一
九
九
六

a
）
「期
待
の
表
現
機
構
」
『成
瞑
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
九
号

同

（
一
九
九
六
b
）
「期
待
表
現
の
体
系
」
同

三
〇
号

な
お
本
文
の
引
用
は
岩
波
の
新
大
系
本
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
表
記
等
、
若
干
改
め
た
箇

所
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付
記

本
稿
は
平
成
十
三
年
度
提
出
修
士
論
文
の

一
部
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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