
ハ
モ
構
文

の
表
現
機
構

古

典

語

に

お
け

る

「
は
」

「も

」
の
共

起

に

関

し

て

（
そ

の

二
）

坂

田

一

浩

は

じ

め

に

本
稿

の
目
的

は
、
「
A

は

B
も

」
の
形
式

を
と

る
、
係
助

詞

「
は
」

「も
」

の
共
起

形
式

（
以
下

こ
れ
を

「
ハ
モ
構

文
」

と
呼

ぶ
）

が
、

古
典

語

に

お

い

て
ひ
と

つ
の
構

文
類
型

と

し

て
確
立

し

て

い
た

と

い
う

こ
と

を
、

統
計

的

調
査

や
類

似
構

文
と

の
比

較
等

を
通

し

て
論
証

す

る

こ
と

に
あ

る
。

そ

れ

は

同
時

に
、

こ

の
構

文
が

古
典

語
に

お

い
て
ど

の
よ

う
な

機
能

を

果
た

し
て

い
た

か
を
明

ら
か

に
す

る

こ
と
に

も

つ
な

が

る

で
あ

ろ
う

（↓
。
考

察

に
あ
た

っ
て

の
資

料
と

し

て
は

万
葉

集

お
よ

び
三

代
集

を
用

い
る
が

、
調

査

対
象

は
短

歌
形

式

の
も

の
に
限

っ
た
。

本

論
文

の
よ

う

に
構

文
を

問
題

と

す

る
場
合

、
比

較
検

討

は
で
き

る
限

り
同

一
形

式

の
例
を

用

い

る
べ
き

で
あ

る
と

の
判
断

か
ら

で
あ

る
。

な
お

万
葉
集

に

関

し

て
は
、
「
は
」
「も
」

の

一
方

で
も
補

読

さ
れ

て

い
る
例

は
、

こ
れ
を

対
象

か

ら
除

外

し
た
。

一
、

ハ
モ
構
文

の
全
体
的
傾
向

ま
ず
は
じ
め
に
ハ
モ
構
文
の
実
例
を
、
文
末
表
現
ご
と
に
分
類
し
た
上

で
掲
げ
て
み
る
。

故
郷
は

（者
）
遠
く
も

（毛
）
あ
ら
ず

一
重
山
越
ゆ
る
が
か
ら
に
思

ひ
そ
我
が
せ
し

（万
葉

一
〇
三
八
）

阿
胡
の
海
の
荒
磯
の
上
の
さ
ざ
れ
波
我
が
恋
ふ
ら
く
は

（者
）
止
む

時
も

（毛
）
な
し

（同

三
二
四
四
）

わ
が
ま
た
ぬ
年
は
き
ぬ
れ
ど
冬
草
の
か
れ
に
し
人
は
お
と
つ
れ
も
せ

ず

（古
今
三
三
八
）

八
重
葎
し
げ
き
や
ど
に
は
夏
虫
の
声
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し

（後
撰

一
九
四
）

〈以
上
、
打
消
〉

佐
保
河
の
小
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬

の
来
る
夜
は

（者
）
年



に
も

（母
）
あ
ら
ぬ
か

（万
葉
五
二
五
）

白
た

へ
の
袖
か
れ
て
ぬ
る
ぬ
ば
た
ま
の
今
夜
は

（者
）
は
や
も

（毛
）

明
け
ば
開
け
な
む

（同

二
九
六
二
）

た
ま
ほ
こ
の
道
は
つ
ね
に
も
ま
ど
は
な
ん
人
を
と
ふ
と
も
我
か
と
お

も
は
む

（古
今
七
三
八
）

な
き
な
の
み
た
つ
た
の
や
ま
の
麓
に
は
よ
に
も
あ
ら
じ
の
風
も
ふ
か

な
む

（拾
遺
五
六

一
）

〈以
上
、
願
望
〉

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
宮
に
は

（者
）
萬
代
に
わ
れ
も

（母
）
通
は
む

忘
る
と
思
ふ
な

（万
葉
八
〇
）

近
江
路
の
鳥
籠
の
山
な
る
不
知
哉
川
日
の
ご
ろ
ご
ろ
は

（波
）
恋

つ

つ
も

（裳
）
あ
ら
む

（同

四
人
七
）

花

の
ご
と
世
の
常
な
ら
ば
過
ぐ
し
て
し
昔
は
ま
た
も
か

へ
り
き
な
ま

し

（古
今
九
八
）

も
み
ち
葉
の
な
が
る
る
時
は
竹
河
の
ふ
ち
の
緑
も
色
か
は
る
ら
む

（拾
遺

一
=
二
一
）

〈以
上
、
意
志

・
推
量
〉

か
ぐ
は
し
き
花
橘
を
玉
に
貫
き
送
ら
む
妹
は

（者
）
み
つ
れ
て
も

（毛
）
あ
る
か

（万
葉

一
九
六
七
）

山
遠
き
都
に
し
あ
れ
ば
さ
雄
鹿
の
妻
呼
ぶ
声
は

（者
）
と
も
し
く
も

（毛
）
あ
る
か

（同

二

一
五

一
）

女
郎
花
に
ほ
へ
る
秋
の
武
蔵
野
は
つ
ね
よ
り
も
猶
む
つ
ま
じ
き
か
な

（後
撰
三
三
七
）

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
）

〈以
上
、
詠
嘆
〉

春
日
山
お
し
て
照
ら
せ
る
こ
の
月
は

（者
）
妹
が
庭
に
も

（母
）
さ

や
け
か
り
け
り

（万
葉

一
〇
七
四
）

天
河
雁
ぞ
と
わ
た
る
佐
保
山
の
梢
は
む
べ
も
色
づ
き
に
け
り

（後
…撰
一二
六
六
）

散
り
ぬ
べ
き
花
み
る
時
は
菅
の
根
の
長
き
春
日
も
み
ち
か
か
り
け
り

（拾
遺
五
七
）

〈以
上
、
け
り
止
め
〉

恋
ふ
と
い
ふ
は

（波
）
え
も

（毛
）
名
付
け
た
り
言
ふ
す
べ
の
た
づ

き
も
な
き
は
我
が
身
な
り
け
り

（万
葉
四
〇
七
八
）

か
く
恋
ひ
む
も
の
と
は
我
も
思
ひ
に
き
心

の
う
ら
ぞ
ま
さ
し
か
り
け

る

（古
今
七
〇
〇
）

な
か
た
え
て
来
る
人
も
な
き
か
つ
ら
ぎ
の
久
米
路
の
橋
は
今
も
あ
や

ふ
し

（後
撰
九
人
六
）

〈以
上
、
肯
定
表
現
〉

右
の
諸
例
に
現
れ
て
い
る

「は
」
「も
」
に
関
し
て
、
（1
）
お
の
お
の



が

承
け

る
成

分
、

（
2
）

係

り
先

の
文
末

表
現

、

（
3
）

意
味

用

法
、

の
三

点

に
注

目

し

て
そ

の
傾

向
を

み

て
み
た

い
。

ま
ず

（
1
）

に

つ
い
て
。

今
試

み

に
万
葉

集

に
関

し

て
、

「
は
」

「も

」

が
そ

れ
ぞ

れ

い
か
な

る
成
分

を

承
け

て

い
る
か

を
表

に

し

て
み
る

と
、
次

の
よ
う

に

な

る

（表

1
）
。

表

1

表

226消打

9嘆詠

6望願

5志意

8量推

,Q
U件条

8現表定肯

2め止りけ

67計

旬「蜘「

48句件条

56格時

24格所場

16格主重二

430格主

43、
等

格

格

対

与

30格補

130詞副

160節分語述

6767計

こ
れ

に

よ
れ
ば

、

「
は
」

は
主
格

、
時
格

、

条
件

句

と

い

っ
た

よ
う

な
、

題
目

と
な

り

や
す

い
成

分
を

承

け

て
い

る
例

が
多

い

一
方

で
、

「も

」

は

述

語
分

節

,̂
）を

形
成

し
た

り
、
或

い
は
副

詞

を
承

け
た

り
す

る

も

の
が
多

数

を
占

め

て

い
る
。

次

に

（2
）

に

関

し

て
も
、

（
1
）
と

同

様

、

万
葉

集

を

対
象

に
調

査

し

て
み
る

と
、
次

の
ご

と
き

表
を

得
る

（表

2
）
。

右

の
表

を

一
瞥

し

て
ま
ず

気

が

つ
く

の
は
、

こ
の
構

文
に

お

い

て
は
文

末

に
打
消

・
願

望
な

ど

の
非

肯
定

表

現
を

と

る
も

の
が
大

多

数
を

占

め

る

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

（3
）。

と

り
わ

け
打

消
表

現

を
と

る
も

の
は
、
全

体

の
約

三
分

の

一
と
極

め

て
高

い
比
率
を

示

し

て

い
る
。

さ

ら

に

「
は
」

「も

」

お

の
お

の

の
意

味

用

法

に

目
を

や

る
な

ら
ば

、

「は

」

に
お

い
て

は
題

目
提

示

の
機
能

を

果
た

し

て

い
る
も

の
が
多

数

を

占

め

て

い
る

の

に
対

し

て
、

「も

」

は
、
係

り
先

の
打

消

・
願
望

な

ど

の

表

現

と
密
接

に

関
連

し

つ

つ
、

最

小
限

の
事

象

、
あ

る

い
は

一
例

と

し

て

の
事

象
を

提
示

し

て

い
る
、

「
陳
述

依
存

の

『
も

』
」

で
あ

る
も

の
が
多

い

と

い
う

こ
と
が

看
取

さ
れ

る

の
で
あ

る

↓̂
。

ハ
モ
構
文
に
お
け
る

「は
」
が
多
く
の
場
合
に
お
い
て
題
目
提
示
の
助

詞
と
し
て
機
能
七
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
こ
の
形

式
が
、
全
体
と
し
て
題
述
構
造
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

今
あ
え
て
こ
れ
を
図
示
す
る
な
ら
ば
、



（提
示
部
）

（説
述
部
）

【
ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
山
ざ
と
の
夕
ぐ
れ
】
図

【
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し
】

【雲
居
ま
で
た
ち
の
ぼ
る
べ
き
姻
か
と
見
し
】
ば

【思
ひ
の
ほ
か
に
も
あ
る
か
な
】

【人
し
れ
ぬ
わ
が
か
よ
ひ
ち
の
関
守
】
図

【宵
宵
ご
と
に
う
ち
も
ね
な
な
む
】

の
よ
う

に
な

る
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

こ

の
よ
う

な
構

造

の
中

に
あ

っ
て

「も
」

は
、

説
述
部

中

の
助

詞
と

し

て
文

末
表

現

と

の
密
接

な

関
連

を
保

ち

つ

つ
…機
能

し

て

い
る

と

い
え

る
の

で
あ

る
。

二

、

ハ
モ
構
文
を
ひ
と
つ
の
構
文
様
式
と
し
て

認
め
る
こ
と
の
根
拠

前

節

に
お

い

て
指

摘

し
た
諸

特
徴

は
、

し

か
し
な

が

ら

見
方

を
か
え

れ

ば

、

「
A

は
B
も

」
と

い
う

こ

の
形
式

を

ひ

と

つ
の

「
構

文
」

と

し

て
と

ら

え

る
こ
と

の
妥
当

性
を

、
逆

に

否
定

す

る
材

料

と
も

な

り
そ
う

で
あ

る
。

す

な
わ

ち
既
述

の
よ
う

に
、

こ

の
形
式

に

お

い

て

「は

」
が

題

目
提

示
を
、

ま

た

「も
」

が
陳

述

依
存

の
用
法

を

示
す

傾

向

に

あ

る

の

は
、

「
A

は

B

も
」
と

い
う

出
現
順

序

か
ら
く

る

必
然

と

し

て

の
、
・
文

中

に
お

け
る
位

置

に
起

因
す

る
も

の

で
あ

っ
て

（
「は
」

は
文

の
上

部

に

お

い

て
は
題

目
提

示

の

ニ

ュ
ア
ン

ス
を

帯

び
や
す

く
、
ま

た

「も

」
が

文
末

近

く

に
出
現

す

る
と
、

当
然

陳

述
と

の
関

連
性

が
強

く
な

る
）
、
従

っ
て

「
は
」

「も

」

の

協

調

に
よ

る
、

構
文

と

し

て
の
必
然

性

を
そ

こ
に
見
出

す

の
は
的

外

れ

で

は
な

い
か

と

い
う
見
方

で
あ

る
。

ま

た
、

こ

の
形

式

に

お

け

る

「
は
」

「
も
」

の
意
味

用

法

に
如

上

の
傾

向

が

み
ら

れ

る
に

せ
よ
、

そ

の
用
例

を

つ
ぶ

さ

に
検
討

す

る
な
ら

ば
、

そ

の
他

の

い
ろ

い
ろ
な

用
法

の
も

の
が
見

出
さ

れ
、

そ

の
組
合

せ
も

さ

ま
ざ

ま

で
あ

る

三̂
。
そ

の
点

で
は

両
者

の
間

に
意

味
上

の
共

起
制

限

は
存
在

し

な

い
か

の
よ
う

に

見
え

る
。
そ

こ
か
ら
、
ハ
モ
構
文

に
共

起

し

て
い
る

「
は
」

「
も
」

の
間

に
必
然

的
な

関
連

性

が
認

め
ら

れ

る

の
か
、

ひ

い
て
は

こ

の

形

式

が
は

た

し
て

「
構
文

」

と
し

て
と

り
あ

げ

る
に
足

る
も

の
な

の
か
を

疑

問
視

す

る
立

場
も

あ
り

え

よ
う
。

つ
ま
り

以
上

見

て
き
た

ハ
モ
形
式

に

お
け

る

「
も
」

の
陳
述

と

の
呼
応
、

お

よ
び

そ

こ
か
ら

生

じ

て
く

る
意

味

用

法

は
、
先

に
も

触

れ

た

よ

う

に
単

出

の

「も

」

に
お

い

て
も

や

は
り

（統
計

の
上

で
は
上
述

の
よ
う

に
或

る

一
定

の
傾

向
が

あ

る
に

し
て

も
、

個

々
の
用
例

に

つ
い
て
見

た
場
合

、
）
同
様

に
確

認
さ

れ

得

る
も

の

で
あ

り
、

「
は
」

を
伴

っ
た
か

ら
と

い

っ
て
格

別

「も
」

の
語
性

が
変
容

、

あ

る

い

は

特
定

の
用

法

に
限
定

さ

れ

て

い
る
と

は
言

い
が
た

い
。

以
上

の
二
点

か

ら

、

こ

こ

で

ハ
モ
構

文

と
名

付

け

た

形
式

中

の

「は
」

「も

」

は
偶

発

的

に

現
れ

た
も

の
に
過
ぎ

ず
、

そ

れ
を

こ
と

さ
ら

構
文

と

し

て
と

り

た

て
る

に

は
当

ら
な

い
と

い
う

見
方

も

出
来

そ
う

で
あ

る
。

し

か
し
、

三
代

集

に
お

い

て
、

総
計

四
千
首

近

い
歌

の
う
ち

、

ハ
モ
形

式

を
と

る
も

の
は

一
七

二
例

見
出

さ

れ

る
。

こ
れ

は
全
歌

数

の
ほ
ぼ

4
%

を
占

め

る
。

和
歌

に
お

け

る
表
現

の
類

型

性
と

い
う

こ
と

を
考

慮

し
た

と



し
て
も
、

否

む
し

ろ
類
型

化
さ

れ

て
い

る
か
ら

こ

そ
、

こ

の
よ
う

に
多

く

の
用
例
を

も

つ
に
至

っ
た

要
因

、
ま

た
類
型

化

を
促

し
た

要

因
と

い
う

も

の
が
考

究
さ

れ

な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

そ

こ
に

は
や

は

り

「
は

」

「も

」

の
構

文
上

の
関
連

性

を
想
定

せ
ざ

る
を
得
な

い

の
で
あ

る
。

こ

の
よ

う
な
推

定

を
裏

付
け

る
根

拠
と

し

て
私

は
、
次

の
三

つ
の
事

柄

を

提
示
す

る
。

ま
ず

一
つ
は
、

ハ
ゾ
構

文

と

の
比
較

で
あ

る
。

北

原
保

雄

（
一
九

八

一
）
・
大

野
晋

（
一
九

九

三
）

の
両

氏

（6
）
は
、

梓
弓
弦
緒
取
り
は
け
引
く
人
は

（者
）
後
の
心
を
知
る
ひ
と
そ

（曾
）

引
く

（万
葉
九
九
）

秋
萩

の
咲
き
た
る
野
辺
は

（者
）
さ
を
鹿
そ

（曾
）
露
を
わ
け
つ
つ

妻
問
ひ
し
け
る

（同
二

一
五
三
）

は
か
な
く
て
夢
に
も
人
を
み
つ
る
夜
は
あ
し
た
の
と
こ
ぞ
お
き
う
か

り
け
る

（古
今
五
七
五
）

い
そ
の
神
ふ
り
に
し
恋
の
神
さ
び
て
た
た
る
に
我
は
ね
ぎ
ぞ
か
ね
つ

る

（拾
遺
八
六
二
）

右
の
よ
う
な
、
「A
ハ
B
ゾ
」
と
い
う

「は
」
と

「ぞ
」
に
よ
る
係
助

詞
共
起

の
形
式
を
、
題
述
構
文
と
い
う
、
情
報
伝
達
に
不
可
欠
な
構
造
で

あ
る
点
、
お
よ
び
現
代
語
に
お
い
て
基
本
的
構
文
と
み
な
さ
れ
る

「象

ハ

鼻
ガ
長
イ
」
の
よ
う
な

ハ
ガ
構
文
の
祖
型
で
あ
る
と
い
う
点
、
以
上
の
二

点
か
ら
古
代
日
本
語
に
お
け
る
基
本
的
な
構
文
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
確

か
に
こ
の
見
解
は
、古
代
語
資
料
に
お
け
る
用
例

の
多
さ
か
ら
み
て
も
（例

え
ば
古
今
集
に
お
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
全
歌
数
千
百
首
中
、
四

七
例
確
認
で
き
る
）、
ま
た
現
代
語
に
お
け
る
ハ
ガ
構
文
と
の
親
近
性
か
ら

み
て
も
首
肯
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
今

ハ
モ
形
式
を
、
こ
の
ハ
ゾ
形
式

と
比
較
し
て
み
た
場
合
、
次
の
三
点
か
ら
両
者

の
密
接
な
対
応
関
係
を
認

め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
三
代
集
中
の
両
形
式
に
お
い
て
、
そ
こ
に
現
れ
た
係
助
詞
各
々

が
承
け
て
い
る
成
分
の
組
合
せ
の
う
ち
、数
の
多

い
も
の
か
ら
五
つ
を
（今

一
方
の
形
式
の
用
例
数
を
も
示
し
つ
つ
、）
挙
げ

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

る

（表
3
）
（7）。

表

3ゾハ冊ノ分成

1027格主重二

4918節分語述一格主

1113格主一格時

68格主一格所場

58格主一格対

37分成嗣勘
囚一格主

95格補―格主

102格補一格対



そ

の
結
果

、
両
者

は
重
な

り
合

う
部

分
が

多

く
、
か

つ
双
方

と

も

に
、
「は
」

は
時

、

処
、

（二

重
主

格
構

文

に

お
け

る
）

総

主
格

な

ど

の
題

目

と
な

り

や
す

い
成

分
を

提

示
し

て

い
る
も

の
が
多

く
、

一
方

「ぞ

」

と
、

構
造

上

そ

れ
に

対
応

し

て
い
る
と

見
ら

れ

る

「も

」

は

い
ず

れ

も
述

語
分

節
、

補

格
、

お

よ
び

（
二
重

主
格

の
う
ち

の
）
部

分
主

格
な

ど
、

説
述

部

中

に
お

い
て
機
能

し
や

す

い
成
分

を

承
け

て

い
る
ケ
ー

ス
が

多

い
と

い
う

こ
と
が

確

認

で
き

る

8̂
）。

こ
の

こ
と

は
、
両
形

式

が
、

「は

」

に
お

い

て
題

目
を

提

示

し
、
か

つ

「
ぞ
」

あ

る
い

は

「も
」

が
説

述
部

中

の
要

素

を
と

り
た

て
る

と

い
う

共
通

し
た
…機
能

を
担

う
も

の

で
あ

る

こ
と

を
示

し

て

い
る
。

ま

た
次

の
よ

う
な

対
比

は
、

そ

の
親

近
性

を
如

実

に
示
す

も

の
で
あ

ろ
う

。

・
常

世
物

こ
の
橘

の

い
や

照
り

に
わ
ご

大

君
は

（波
）

今

も

（毛
）

見

る
ご

と

（
万
葉

四

〇

六
三
）

奈

呉

の
海

に
潮

の
は
や

干
ば

あ
さ

り
し

に
出

で
む

と
鶴

は

（波
）

今

ぞ

（曾

）
鳴

く
な

る

（万
葉

四

〇

三
四
）

・
く

れ
な
ゐ

に
に

ほ
ふ
が

う

へ
の
白
菊

は
を

り
け

る

人

の
袖

か
と

も
見

ゆ

（伊
勢

物

語

十
八

段
）

卯

の
花

の
咲
け

る
垣
根

は

み
ち

の
く

の
擁

の
島

の
浪

か

と
そ

見

る

（拾
遺

九

〇
）

・
雲

居
ま

で
た
ち

の
ぼ

る

べ
き

け
ぶ

り
か
と

見

し
は
思

ひ

の
ほ
か

に
も

あ

る
か
な

（後
拾

遺

九
九

〇
）

有

磯
海

浜

の
ま

さ
ご

と
頼

め

し
は
忘

る

る
事

の
か
ず

に

ぞ
あ

り
け

る

（古

今
八

一
八
）

・
夏

衣
身

に

は
な

る
と

も
わ

が
た

め

に
う
す

き
心
図

か
け
ず
矧

あ
ら

な

ん

（後
撰

一
〇

一
九
）

し
き

た

へ
の
枕

の
し
た

に
海

は
あ
れ

ど

人
を

見
る

め

は
お

ひ
ず
ぞ

あ

り
け

る

（古

今

五
九

五
）

・
黒
髪

の
色

ふ
り

か

は
る
白

雪

の
ま
ち

つ
る
友

は
う

と
く

も
あ

る

か
な

（古
今

六
帖

=

二
九

八
）

け
ふ

の

日

の
さ

し

て

て
ら

せ
ば

船
岡

の
も

み
ち

は

い
と

ど
あ

か
く

そ

あ

り

け

る

（躬
恒

集

一
九

二
）

・
涙

さ

へ
時

雨

に
そ

ひ

て
ふ
る
さ

と

は
紅
葉

の
色

も

こ
さ

ま
さ

り
け

り

（後

撰

四
五

九
）

人
は

い
さ

心
も

知
ら

ず
ふ

る
さ

と

は
花
ぞ

昔

の
香

に
に

ほ

ひ
け

る

（古
今

四

二
）

次

に
、

両
形
式

の
文
末

表
現

に

つ
い
て
、
拾
遺

集

を
資

料

と

し
て
調

査

し
て

み
る

（表

4
）

9̂
）。



表

4
ゾハモハ

129消打

07嘆詠

03望願

02志意

43量推

00令命

00件条

00問疑

254止甥昏

214定肯

5152計

今
試

み

に
そ

の
比
率

を

三
代
集

に
よ

っ
て
調
査

し
て

み
る
な

ら
ば

、
古

今

集

で
は

ハ
ゾ
構

文

四
七
例

に

対

し

て

ハ
モ
構

文

四
三
例

、

一
方
後

撰

集

に

お

い

て
は

ハ
ゾ

構

文
六

七
例

に
対

し

て

ハ
モ
構
文

七

七
例
、

さ

ら

に
拾
遺

集

で
は

ハ
ゾ
構

文

四
七
例

に
対

し

て

ハ
モ
構

文

五

二
例
と

い
う

よ
う

に

、

ほ
ぼ

拮
抗

、
な

い
し

は

ハ
モ
構

文
が
上

回

っ
て

い
る
。

以
上

の
三
点

か

ら
、

ハ
モ
構

文

は
、

ハ
ゾ

構

文
と

相
補

う
関

係

に
あ

る
、

古

代

語

に

お
け

る

基

本

的

な

題
述

構

文

で
あ

る

と

い
う

こ
と

が

い
え

よ

う

皿̂
）。

こ
の
両
形

式

は
と

も

に
、

右
の
表
を
見
る
に
、

ハ
モ
構
文
に
お
い
て
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に

打
消
文
末

の
占
め
る
割
合
が
格
段
に
高
く
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
他
に
も

詠
嘆
、
願
望
、
意
志
、
推
量
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
み
ら
れ
る
の
に

対
し
て
、

ハ
ゾ
構
文
に
お
い
て
は
肯
定
表
現
お
よ
び
け
り
止
め
に
著
し
く

偏
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
、

ハ
モ
構
文
に
お
い
て
肯

定
文
末

の
占
め
る
割
合
が
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
目
を

や
る
な
ら
ば
、
両
者
の
数
値
が

一
種
の
相
補
分
布
を
な
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と

い
う
見
方
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肯
定
表
現
を
と

る
題
述
構
文
は
主
と
し
て
ハ
ゾ
構
文
が
担
い
、
こ
れ
に
対
し
て
打
消
、
願

望
、
詠
嘆
等
の
表
現
を
と
る
も
の
は
ハ
モ
構
文
が
そ
の
役
割
を
担

っ
て
い

た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
用
例
数
か
ら
み
て
も
、
ハ
モ
構
文
は
ハ
ゾ
構
文
に
匹
敵
す
る
数
を

示
し
て
お
り
、
古
典
和
歌
に
お
い
て
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（提
示

部
）

（説
述

部
）

【
雲

居
ま

で
た

ち

の
ぼ

る

べ
き
姻

か
と

見

し
】
國

【
思

ひ

の
ほ
か

に
も

あ

る
か
な

】

【
あ

り
そ

う

み

の
浜

の
ま
さ

ご

と
た

の
め

し

】
図

【忘

る

る

こ
と

の
か
ず

に
ぞ

あ

り
け

る
】

右

に
図

示

し

た
よ

う

に
、

「
は
」

に
よ

っ
て
ま

ず

題

目
と

し

て

の
事

象

を

提

示
し
、

か

つ
そ

れ

に

つ

い
て
述

べ
る
説

述
部

に

お

い
て
は

「も

」
あ

る

い
は

「
ぞ
」

が
そ

の
中

の
或

る

要
素

（通

常

そ
れ

は
、
表

現

主
体

に

と

っ

て
特

に
強

調
す

べ
き
も

の
と

意

識
さ

れ
た
成

分

な

の

で
あ

る
が
）

を

と
り

た

て
る
と

い
う

構
造

を
有

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

文
中

に
お

い

て
他

の
係
助

詞
と

共
起

す

る

こ
と
な

く
単

独

で
現

れ

て

い
る

「
も
」

（以

下

「単

出

の

『
も

』
」

と
呼

ぶ
）

も

、
特
定

の



陳
述

と
呼
応

し

て

い
る
も

の
は
何

ら

か
の
題

目
と

な
り

う

る
成
分

を
伴

っ

て

い
る

こ
と
が
多

い
。

例
え

ば
次

の
よ
う

な

例

で
あ

る

（用

例

は
す

べ

て

古
今
集

に

よ
る
）
。

ゆ
る
か
な

女
郎
花
う
し
ろ
め
た
く
も
見
ゆ
る
か
な
荒
れ
た
る
宿
に
ひ
と
り
立
て

れ
ば

櫻
花
と
く
散
り
ぬ
と
も
思
ほ
え
ず

（八
三
）

時
鳥
声
も
聞
こ
え
ず

（
一
六

こ

白
雪
の
所
も
わ
か
ず
降
り
し
け
ば
巌
に
も
さ
く
花
と
こ
そ
み
れ

（三
二
四
）

秋
来
れ
ど
色
も
変
わ
ら
ぬ
常
盤
山

（三
六
二
）

姻
立
ち
燃
ゆ
と
も
見
え
ぬ
草
の
葉
を

（四
五
三
）

女
郎
花
う
し
ろ
め
た
く
も
見
ゆ
る
か
な
荒
れ
た
る
宿
に
ひ
と
り
立
て

れ
ば

（二
三
七
）

桜
花
た
折
り
て
も
来
む
見
ぬ
人
の
た
め

（五
四
）

こ
れ
ら

の
例

に

お

い
て
は
、
傍
線

部

の
無

助

詞
体

言
や

被
修

飾

語

n̂）、
お

よ

び

「
の
」
を

と
も

な

っ
た
体

言

が
、

「
も
」

を
含

む
節

に

対

し

て
は

題

目
に
立

ち
う

る
成

分
と

な

っ
て
い
る
。

こ

の
こ
と

は
次

の
よ
う

な

対
照

に

お

い
て

一
層

明
瞭

で
あ

ろ
う
。

・
秋
来
れ
ど
色
も
変
わ
ら
ぬ
常
盤
山

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

・
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

今
こ
れ
を
統
計
的
に
示
す
な
ら
ば
、
古
今
集
に
お
い
て
は
打
消
の

「ず
」

と
呼
応
す
る
単
出
の

「も
」
四
八
例
の
う
ち
約
66
%
に
あ
た
る
三
二
例
が
、

ま
た
詠
嘆
の

「か

（な
）」
と
呼
応
す
る
も
の
四
五
例
中
約
40
%
に
相
当

す
る

一
八
例
が
題
目
に
相
当
す
る
と
見
得
る
無
助
詞
体
言
を
伴
っ
て
い
る

か
、
ま
た
は
連
体
修
飾
句
中
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
陳
述
と
呼
応
し
て

い
る

「も
」
は
単
出
の
揚
合
で
あ
っ
て
も
本
来
的
に
何
ら
か
の
題
目
に
相

当
す
る
成
分
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
は
特
定
の
陳
述
と
呼
応
す
る

「も
」
が
、
説
述
部
中
に
お
い
て

…機
能
す
る
こ
と
か
ら
来
る
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「は
」
は
、

題
目
相
当
語
を
そ
れ
と
明
示
す
る
た
め
に
現
れ

て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
二
点
と

な
ら

ん

で
今

一
つ
、

ハ
モ
構

文
を

ひ
と

つ
の

「構

文
」

と

し

て
と
ら

え

る

こ
と

の
妥

当
性

を
裏

付

け

る
も

の
と

し

て
、

こ
の
構
文

中

の

「は
」

「も

」

の
、
文

末

表

現

に
対

す

る
相

互

規

制

の
事

実

を

挙
げ

る

こ
と

が

で
き

る
。

詳
細

は
前

稿

に
譲

る

が

奪
、

一
見

「
も
」
に

よ

っ
て

そ

の
文
末

表

現
が

一
義
的

に
決

ま

る

か

の
よ
う

に
見

え

る

こ
の
構

文
を
単

出

の

「
も
」

と
比
較

し

た
場
合

、

詠
嘆

表

現

の
占

め

る
割

合
が

半
減

し
て

い
る

一
方

で
、

け

り
止

め

の
割

合

が
著

し

く
増
加

し

て

い
る

こ
と

を
知

る
。



こ

の
よ
う

な
現
象

の
背
後

に

は
、

た
ら

い
て
い
る

の
で
あ

る
。

実

は

「
は
」

に
よ

る
規
定

が
大

き

く

は

こ
れ

ま

で
述

べ
て
き

た
三

つ
の
根

拠
、

す
な

わ
ち

ハ
ゾ

構

文
と

の
間
に

密

接
な

対
応
関

係
が

認

め
ら

れ
る

と

い
う

こ
と

、
ま

た

ハ
モ
構

文

に
多

く

見
ら
れ

る
陳
述

呼
応

の

「も
」

は
、

単
出

の
ケ
ー

ス
に

お

い
て
も

「
は
」

に
よ

つ
て
提

示
さ

れ
得

る
題

目
語

を
と
も

な

っ
て
い
る
場

合

が
多

い
こ
と

、

さ

ら

に

「
は
」

「
も
」

に

よ

る
文
末

へ
の
相

互
規

制

の
存

在

に

よ

っ
て
、

ハ
モ
構

文
を
古

典

語
に

お
け

る

一
つ
の
確

固
と

し
た

構
文

形
式

と

見

る

べ

き

で
あ

る

こ
と

が
明

ら

か
に
な

っ
た
。

お
わ
り
に

以
上

の
考

察

か
ら
、

ハ
モ
構

文

の
特

徴
と

し

て
次

の
点

が
指

摘

で
き

る
。

1
、

「は
」

は

一
文

に

お
け

る

題

目
と

な

り
や

す

い
成

分

を

承

け

て

い
る

こ
と
が
多

く
、

一
方

「も

」

は
述

部

近
く

に
位

置

す

る
成
分

を

承
け

て

い
る

こ
と
が
多

い
。

2
、

そ

の
文
末

は
、
打

消
、

願
望
な

ど

の
非
肯

定

表
現

を

と

る

こ
と

が
多

い
。

3
、

「は
」

「
も
」

の
意

味

に
関

し
て
は
、

あ

ら
ゆ

る
組

合

せ
が

あ

り

得
、

そ

の
点

で
両
者

の
間

の
意
味

上

の
共
起

制

限

は
か
な

り

希
薄

で
あ
る
が

、

お
し
な

べ
て

題

目
提

示

の

「は
」

+
陳

述
依

存

の

「も
」

と

い
う

ケ
ー

ス
が
多

い
。

4
、
従

っ
て

ハ
モ
構

文

は
基

本

的

に
題

目
提

示

の
形
式

を
と

る
。

そ

の
際

、

「は
」

は

一
文
中

の
題
目

を
提

示

し
、

「
も
」

は
叙

述
部

中

の
成

分

を
と

り
た

て

る
。

5
、

ハ
モ
構
文

は
古
典

語

に
お

い
て
典
型

的

な
題

述
構

文

で
あ

る

ハ

ゾ
構

文

と
相
補

的

な
関

係

に
あ

る
文
型

で
あ

り
、
前

者
が

主

と
し

て
肯

定
的

、

断
定
的

な

表
現

を
と

る

の
に
対

し
、
後
者

は
非
肯

定

的

、

含
蓄

的

表
現

を
主

に
と

る
。

【注
】

（
1

）
本
論
文

は
、
同
じ
く

「は
」

「も
」
共

起
構
文

で
あ

り
な
が
ら

「
A
も

B
は
」

の

形
式
を

と
る

モ

ハ
構
文

に

つ
い
て
論
じ
た
拙
稿

（
二
〇

〇
三
b
）
と
対
を
な
す
も

の

で
あ

る
。
ま
た
、

こ
れ
ら

ハ
モ

・
モ

ハ
両
構
文

を
含

め
た
、
係
助

詞
共
起

の
構
文

（私
に

こ
れ
を

「多
係
助
詞
構
文
」

と
名
付
け

る
）

に
関
す

る
総
体
的

な
私
見
は
、

拙
稿

（二
〇
〇
三

a
）
に
お
い
て
論
じ

て
お

い
た
。

重
複
す

る
と
思
わ
れ
る
点

に

つ

い
て
は

こ
れ
ら
前
稿

に
譲

っ
た
揚
合

も
多

い
。
ご
参
照

い
た
だ

け
れ
ば
幸

い
で
あ

る
。

（2
）

こ
の
、

「述
語

分
節

」
と

い
う
用
語

に
関
し

て
は
、

川
端
善
明

（
一
九

六
三
b
）

の
定
義

に
従

う
。

具
体
的

に
は
、
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

心
な
き

雨
に
も
あ
る
か
人

目
も

り
と
も
し
き
妹

に
今

臼
だ

に
逢

は
む
を

（
万
葉

三

一
二
二
）

つ
れ
も
な

く
あ

る
ら
む
人
を
片

思
ひ
に
我

は
思

へ
ば
わ
び

し
く
も
あ
る
か



（同

七

一
七
）

（3

）

三
代
集
に
お

い
て
も

ハ
モ
構
文

の
全

用
例
中
、
約
八
割

に
あ
た

る
も

の
が
非
肯

定
表

現
を
と

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
す

る
数
値

の
詳
細
は
、
拙
稿

（二
〇
〇
三

a
）

の
付
表

を
参

照
。

（4
）

こ

こ
に
挙
げ
た

「は
」
「も
」

の
意
味
用

法

の
分

類
に

関
す

る
私

見
は
、
拙
稿

（二
〇
〇
三
b
）
に
お
い
て
詳
し
く
論

じ
て
お
い
た

の
で
、
そ
ち

ら
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（5
）

例
え
ば
、

月
夜
に
は
そ
れ
と
も

み
え
ず
梅

の
花

香
を
た
つ
ね

て
そ

し
る
べ
か
り
け

る

（古
今

四
〇
）

の

「は
」
に
は
排
他

・
限
定
的
な

ニ

ュ
ア

ン
ス
が
強
く
感
じ
ら

れ
、

ま
た
、

鶏
に
あ
ら
ぬ
ね
に

て
も
聞

こ
え
け
む
明
け
ゆ
く
と
き
は
我

も
な
き
に
き

（伊
〃勢
』集

一
六
六
）

散
り
ぬ

べ
き
花
み

る
時

は
菅

の
根
の
長
き
春
日
も
み
ち
か

か
り
け
り

（拾
遺

五
七
）

の
よ
う

に
文
末
が
単
純

な
肯
定
表

現
ま
た

は

「け
り
」

で
終

止
す
る
場
合

に

は
、

「も
」
は
同
類
事
象

の
暗
示
や
極
端
例

の
提
示
な
ど
、
陳
述

の
制
約

を
受
け
る

こ
と

の
比
較
的
少
な

い
用
法

の
も

の
が
多

く
見
ら

れ
る
。

（6
）

北
原

（
一
九
八

一
）
、
二
七
八
頁

以
下
。
大

野

（
一
九
九

三
）、

二
〇
二
頁
以

下
。

（
7
）

ハ
モ

・
ハ
ゾ

両
形
式

の
比
較

に
お

い
て
万
葉
集

に
お
け
る
調
査

結
果

を
示
さ
な

か

っ
た

の
は
、
万
葉
集

で
は

ハ
モ
構
文
が
六
七
例
見
出
さ
れ
た

の
に
対
し

ハ
ゾ
構
文

は

二

一
例

で
あ
り
、
用
例
数

の
開
き
が
大
き
か

っ
た
た

め
で
あ
る
。
大
野
晋

（
一
九

九
三
）

は
、

「『
-
-
-
ハ
…
…
ゾ

…
…
連
体
形
』
と

い
う
型

は
万
葉
集

に
極

め

て
多

い
」
（二
〇
五
頁
）
と
述

べ
て
い
る
が

、
私
に
調
査

し
た
と

こ
ろ

に
よ
れ
ば

、
長
歌

・

旋

頭
歌
を
合
わ

せ
て
も
、
万
葉

集
中

の

ハ
ゾ
構

文
の
用
例

は
二
七

例
で
あ
り
、
さ

ほ

ど
多

い
と
は
思
わ

れ
な

い
。
お
も
う

に
万
葉

集
に
お

い
て
は
、
ま
だ
古
今
集

以
後

ほ

ど
に
は
確
立

し
た
構

文
と
し

て
は
成
長

し
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

（8
）

こ
の
表

に
お

い
て
、

ハ
ゾ

構
文
に
占
め
る

「主
格
ー
述

語
分
節

」
の
割
合
が
突

出

し
て

い
る

の
は
、

秋
風

に
ご
ゑ

を
ほ
に
あ
げ

て
く
る
舟

は
あ
ま

の
と
わ

た
る
雁
に
ぞ
あ
り
け

る

（
古
今
二

一
二
）

世

の
中

の
人
の
心
は
花
ぞ
め

の
う

つ
ろ
ひ
や
す
き
色

に
ぞ
あ
り
け

る
（同
七
九
五
）

た
ら
ち
ね

の
親

の
い
さ
め
し
う

た
た
寝

は
物
思

ふ
時

の
わ
ざ
に
ぞ
あ
り
け

る

（
拾
遺
八
九
七
）

の
よ
う
に
、
三
代

集
中

「-

は
ー

に
ぞ
あ
り
け

る
」
と

い
う
形
式
が
半
ば

固
定

化
し

つ
つ
多
用
さ

れ
て

い
る
た
め

で
あ

り
、
ま
た

ハ
モ
構

文
に
お

い
て
二
重
主
格

の

数
値

が
際
立

っ
て
い
る

の
は
、

あ
し

ひ
き

の
山
の
ま
に
ま
に
か
く
れ
な

ん
う
き
世

の
中

は
あ
る
か
ひ
も
な
し

（古
今

九
五
三
）

天

の
河
水
ま
さ

る
ら
し
夏

の
夜
は
な
が

る
る
月

の
よ
ど

む
ま
も
な
し

（後
撰

二

一
〇
）

目
も
見
え
ず
涙

の
雨
の
し
ぐ
る
れ
ば
身

の
ぬ
れ
ぎ
ぬ

は
ひ
る
よ
し
も
な
し

（
同

九

五
五
）

の
よ
う
に

「1

は

（用
言
+
形
式
体
言
）
も

な
し
」
の
形
式
を
と
る
例
が
多
数

存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
形
式
は
お
の
お
の
独
自
の
表
現
領
域
を
示



し

て
は
い
る
が
、
そ

の
文
型
を
総
体
的

に
み
れ
ば
、
互

い
に
共
通
す

る
要
素
が
多

い

の
で
あ
る

（本
表

に
お
い
て
も
、
両
形
式
と
も

に
上
位

三

つ
に
は

「主
格
-
述

語
分

節
」

「二
重
主
格

」
「時
格
ー
主
格

」
の
組
合
せ
が
現
れ

て
い
る
）。

（9
）
こ
こ
で
あ
え
て
拾
遺
集

の
調
査
結
果
を
挙
げ

た
の
は
、
両
形
式
お

の
お

の
の
用
例

数

が
ほ
ぼ

同
数

で
あ
る
た

め
、
用
例
数

に
よ

っ
て
容

易
に

比
較

で
き

る
と

い
う

便

宜

的
な
理
由

に
よ
る
が
、

万
葉

・
古
今

・
後

撰
各
集

に
お

い
て
も

ほ
ぼ

同
様

の
相

補

分
布
的
傾
向
を
得
る
。

（10
）

ハ
モ
、

ハ
ゾ
両
形
式

の
関
連
性

は
ま
た
、

そ

こ
に
含
ま

れ
て
い
る
係
助
詞

「も
」

「ぞ
」
の
、
成
立
過
程

に
お
け

る
親

近
性

か
ら
も
裏
付
け

ら
れ
る
よ
う

に
思
わ

れ
る
。

す
な

わ
ち
係
助
詞

「ぞ
」
は
、
大
野
晋

（
一
九
九
三
）
に
よ
れ
ば
、
本
来
文
末
助

詞

で
あ

っ
た
も

の
が
文
中
に
倒
置
さ
れ

た
こ
と

に
よ

っ
て
成
立

し
た

も

の
で
あ

る
。
実

は
係
助

詞

「も
」
の
成
立

に

つ
い
て
も
、
文
末
助
詞

「も
」
と

の
密

接
な
関
連
性

を

想
定
す

る
説
が
川
端
善

明

（
一
九
六

三
b
）
や
森

野
崇

（
一
九
九

六
お
よ
び

一
九

九

七
）

に
よ

っ
て
提
出
さ

れ

て
い
る
。
例
え
ば
、

悔

し
く
も
老

い
に
け
る
か
も
我
が
背

子
が
求

む
る
乳
母
に
行

か
ま
し
も

の
を

（
万
二
九

二
六
）

う
れ
た
く
も
鳴

く
な
る
鳥
か

こ
の
鳥
も

う
ち
や
み

こ
せ
ね

（記

神
代
）

に
お
い
て
、
「悔
し
く
」
「う
れ
た
く
」
は
そ
れ
ぞ

れ

「老

い
に
け

る

（
コ
ト
）」

「鳴

く
な

る
鳥

」
に

つ
い
て
説
述
を
な

し
て
い
る
も

の
と
見
ら
れ
、
そ

の
意

味

で
は

「逆

述

語
」

（川
端
氏
）

で
あ

る
と

も
言
い
得
る
も

の
で
あ

り
、

こ
の
点

で
、

天
な
る
や
月
日
の
ご
と
く
我
が
思

へ
る
君

が
日
に
異
に
老
ゆ
ら
く
惜

し
も

（
万
三
二
四
六
）

の
よ
う
な
文
末
助
詞

「も
」
の
例
と
、
文
構
造

の
面
で
も
、
ま
た
情
意

の
表
出
と

い

う
意
味

の
面
で
も
連
続
性

が
窺

え
る
と
さ
れ

て
い
る
。
大

野

（
一
九
九
三
）
は
ま
た
、

「も
」

「ぞ
」
と

も
に
疑
問
詞
を

承
け
得
る

こ
と

か
ら
、
そ
れ
ら
を
聞

き
手
に
と

っ

て
未
知

の
事

象
を
提
示
す

る
助
詞
と
し
た
上

で
、
疑
問

詞
を
承
け
ず
、
既
知

の
事
象

を
提

示
す
る

「は
」
等

と
対
立
す
る
系
列

の
も

の
と
し

て
位

置
づ
け
て

い
る
。
も

し

以
上
諸

氏
の

こ
の
よ
う
な

見
解
が

い
ず
れ
も

正
し

い
と
す

る
な

ら
ば

（
こ
の
よ
う
な

前
置

き
が
必
要
と

い
う
点
で
は
多
少
蓋
然

性

の
低

い
も
の
と
な

る
が
）
、
文
構
造

の

面

で
の
両
形
式

の
類

同
性

は
、
よ
り
確

固
と
し
た
も

の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
と

も
あ

れ
、
古
典
語

に
お
け
る
係
助
詞

「も
」
と

「ぞ
」

の
間

に
み
ら
れ
る
共
通

し
た
性
格

に
関

し
て
は
、
も

つ
と
検

討
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
古
典

語
に
お

い
て
通
常

「も
」
と
対
比
さ

れ
る
係
助
詞

は

「は
」
で

あ

る
。
従

っ
て

ハ
モ
構
文

と
対
応
さ
せ

る
べ
き

は

ハ
ゾ
構
文
よ

り
も
む
し
ろ
、

夕
さ

れ
ば
小
倉

の
山

に
鳴

く
鹿
は

（者

）
今
夜

は

（波
）
鳴

か
ず

い
ね

に
け

ら

し

も

（万
葉

一
五

一
一
）

も
だ

あ
ら
じ
と
事

の
な

ぐ
さ
に
言

ふ
こ
と
を
聞
き
知
れ
ら

く
は

（波
）
か
ら

く

図

（者

）
あ
り
け

り

（万
葉

一
二
五
人
）

春

日
野
は
け
ふ

は
な
焼

き
そ
わ
か
草

の

つ
ま
も

こ
も
れ

り
我

も

こ
も
れ
り

（古
今

一
七
）

右

の
諸
例

の
よ
う
な

ハ
ハ
構

文
な

の
で
は
な

い
か
と

い
う
疑
問

は
、
当
然
起

こ
り
得

る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
今

こ
の
構
文

の
実
例

を
子
細
に
検
討
す

る
に
、
次

の
よ
う
な

特
徴
が
浮

か
び
上
が

っ
て
く
る
。

ま
ず

万
葉

集
に
関
し

て
、
当
該

の
構
文
中

の
二

つ
の

「は
」
が
承
け

て
い
る
成

分

を
調

べ
て
み
る
と
、
全
四
十
例
中

半
数
を
占
め

る
二
十
例
が
、
主
格
と
時
格

の
組
み

合
わ
せ

で
あ
り
、
こ
と

に
二
番
目

の

「は
」
が
述
語
分
節

を
な
し

て
い
る
例

は
三
例



し
か
見
出
さ

れ
な

い
。
こ
れ
は
さ
き
に
み
た

ハ
モ
構

文
に
お
け
る
傾
向

と
は
異
な

っ

て

い
る
。

一
方
、
文
末
表

現
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
万
葉
集

に
お

い
て
、

打
消

・
九
/

詠
嘆

・
三
/
願
望

・
○
/
禁
止

・
三
/
意
志

・
三

推
量

・
人
/
条
件

（逆
接
）
・
六
/
肯
定

表
現

・
六
/

け
り
止
め

・
二

・

・
・

…

計

四

〇

と

い
う
数
値

を
得
る
。

ハ
モ
・
ハ
ゾ

に
比
し

て
、
割
合

ど

の
表
現

に
も
均
等
に
分
布

し

て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

ま
た
、

ハ
ハ
構
文

の
用

例
は
、
古
今
集
以
後

に
な

る
と
極
端

に
減

少
す
る
。
古
今

集

で
は
五
例

、
後
撰
集

で
は
七
例

、
ま
た
拾
遺
集

で
は
四
例
を
数
え

る
の
み
で
あ
り
、

そ

こ
で
は
も

は
や

ハ
モ
構
文

に
匹
敵
し
う

る
勢

力
を
有

し

て
い
な

い
よ
う

に
見
え

る
。

以
上

の
点
を
考

え
合
わ

せ
る
に
、
古
典
語

に
お

い
て

ハ
ハ

・
ハ
モ
の
両
構
文

が
確

固
た

る
対
応
を
な
し

て
い
た
と
は
み
な
し
難

い
の
で
あ
る
。

さ

ら
に
今

一
つ
ハ
モ

・
ハ
ゾ
両
形
式

と
相
補
的

な
関

係
に
あ

る
も

の
と
し

て
、

三
代
集

に
お
い
て
は

ハ
ヤ
構
文

の
存
在
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
形
式
は
係

助
詞

「や
」
の
は
た
ら
き

に
よ

っ
て
、

ハ
モ
、

ハ
ゾ

に
お

い
て
は
表
現

し
得
な

い
判

定
要
求

の
疑

問
を
表
明
す
る

こ
と
が
出
来
る
と

い
う
点

で
、
上
述

の
二
形
式

を
補
う

も

の
で
あ

り
、
「は
」
「や
」
各

々
が
承
け
る
成
分
も
、
両
形
式
と
軌
を

一
に
す
る
も

の
で
あ

る
。

ま
た
、
そ

の
文
末
表
現
は
、
「む
」
「ら

む
」
お
よ
び
肯
定
形

に
集
中
し

て
い
る
。
ち
な

み
に
古
今
集

に
お
い
て
確
認

で
き
る

の
は
二
〇
例
。
同
集

の
う
ち
か

ら

そ
の
い
く

つ
か
を
挙
げ
る
。

春
霞

た

つ
を
見
す
て

て
行
く
雁
は
花
な
き
里

に
す
み
や
な
ら

へ
る

（一一=

）

年
を
経

て
花

の
鏡

と
な
る
水
は
散
り
か
か
る
を
や
曇

る
と

い
ふ
ら
む

（四
四
）

夏

と
秋
と
ゆ
き

か
ふ
空

の
か

よ
ひ
路
は
か
た

へ
涼

し
き
風
や

ふ
く
ら
む（

一
六
八
）

秋

の
夜

の
明
く

る
も
し
ら
ず
鳴

く
虫
は
わ
が
ご
と
も

の
や
悲

し
か
る
ら
む

（
一
九
七
）

も
み
ち
せ
ぬ
常
磐

の
山
は
吹

く
風

の
音
に
や
秋
を
き
き
わ

た
る
ら
む

（
二
五

一
）

（11
）
連

体
修
飾

が
題

目
提
示

と
何
ら

か
の
関
連
を
有

す
る
機
能

で
あ

る
こ
と

に

つ
い

て
は
、

北
原
保
雄

（
一
九
八

一
）

に
次

の
よ
う
な
指
摘
が
あ

る
。

観

客
が
と

て
も
よ
く
入

っ
た

今
日

の
甲

子
園
球
揚

で
あ
り
ま
す
。

説
明

提

示

こ
れ
は
、
ど

う

い
う

情
報

が
新
し

く
伝
え
ら

れ
て

い
る
か
と

い
う
点

か
ら

見
る

と
、

今

日

の
甲

子
園

球
場
は

観

客
が
と

て
も
よ
く

入

っ
た
。

提
示

説
明

に
近

い
表
現

で
あ

る
。

（
一
八

五
頁
）

（
12
）
拙
稿

（二
〇
〇
三

a
）
第
三
節
。

本
論

文
に
お

い
て
使

用
し
た

テ
ク

ス
ト
は
、

万
葉
集

、
三
代
集

と
も

に
新

大
系
本

に

よ

っ
た
。
た

だ
し
、
表
記
等

、
若
干
改

め
た
と

こ
ろ
も
あ

る
。

参
考
文
献

川
端
善
明

（
一
九
六
三

a
）

「助
詞

『
も
』

の
説
ー

文
末

の
構
成
―

」
『
万
葉
』

四
七

号

（
一
九
六

三
b
）

「助
詞

『
も
』

の
説
―

二
、
心
も
し

の
に
鳴

く
千
鳥
か
も
ー
」



拙
稿

（二
〇
〇
三

a
）

「『多
係
助

詞
構

文
』

と

い
う
視
点
―

三
代
集
に
お
け
る

『
も
』
と

他
の
係
助
詞
と
の
共
起
―
」

『
熊
本
大

学
社
会
文
化

研
究

』

1

ー

（二
〇
〇
三
b
）

『
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
ー
」

『
国
語
国
文
学
研
究
』
（熊
本
大
学
）

第
三
十
八
号

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
。

ま
た
前
稿
も
含
め
、
私
見
を
こ
の
よ
う
な
形
で
ま
と
め
る
に
あ
た

っ
て
は
、
指
導

教
官
の
伊
原
信

一
・
坂
口
至
両
先
生
を
は
じ
め
、
青
木
博
史
、
木
下
書
子
、
高
橋

敬

一
、
塚
本
泰
造
、
堀
畑
正
臣
、
山
下
和
弘
の
諸
先
生
よ
り
数
々
の
貴
重
な
助
言

を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（さ

か
た

か
ず

ひ
ろ
/

本
学

大

学
院

博

士

課
程
）

『
万
葉
』
四
八
号

北
原
保
雄

（
一
九
八

[
）
『
日
本
語
の
世
界
5

日
本
語
の
文
法
』

中
央
公
論
社

大
野
晋

（
一
九
九
三
）
『
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

（
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
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