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連体修飾語を冠する

和歌の類句「恋もするかな」の成立と展開

連
体
修
飾
語
を
冠
す
る
和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
成
立
と
展
開

　
　
―
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
概
念
の
多
様
化
―

中
村
幸
弘

　
　
　

一
、
施
注
や
取
り
立
て
に
見
る
和
歌
の
類
句「
恋
も
す
る
か
な
」

　

例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
沢
正
夫
・

松
田
成
穂
校
注
／
小
学
館
・
一
九
九
四
年
）
の
四
九
○
番
歌
「
夕
月
夜
さ

す
や
岡
辺
の
松
の
葉
の
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」
の
頭
注
に
、

次
の
よ
う
な
記
事
を
見
る
。

　

〇�

（
略
）「
恋
も
す
る
か
な
」と
い
う
形
式
は
、四
六
九
を
は
じ
め
、『
古

今
集
』
に
多
い
。

　

そ
の
注
は
、「
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」
に
頭
注
四
と
し
て

施
さ
れ
た
も
の
で
、「
い
つ
と
い
う
区
別
な
く
、
人
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
。」

に
続
け
て
、そ
う
述
べ
て
い
て
、素
直
に
理
解
で
き
る
表
現
で
は
あ
っ
た
。

た
だ
、
そ
の
「「
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
う
形
式
は
、
四
六
九
を
は
じ
め
、

『
古
今
集
』
に
多
い
。」
だ
け
が
受
け
と
め
ら
れ
て
し
ま
わ
れ
た
と
き
、
こ

の
日
本
語
構
文
の
適
切
な
理
解
を
誤
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま

い
か
、
と
、
そ
う
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
直
後
、
こ
れ
も
、
た
ま
た
ま
、
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
懸
念
さ
れ

る
事
例
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
。
小
町
谷
照
彦
『
古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と
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ば
表
現
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
四
年
）
第
一
章
「『
古
今
和
歌
集
』
の
世

界
」
第
二
節
「
恋
歌
の
世
界
」
に
お
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
の
表

現
類
型
に
つ
い
て
、そ
の
代
表
的
な
語
句
を
七
語
句
群
に
分
類
し
て
い
る
。

そ
の
第
一
語
句
群
と
し
て
、「
恋
も
す
る
か
な
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
各
該
当
用
例
を
個
々

に
確
認
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
連
体
修
飾
語
が
冠
せ

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
和
歌
の
類
句
と
し
て
「
恋
も
す
る
か
な
」
だ
け
が

取
り
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
表
現
の
構
文
的
な
認
識
を
誤
ら
せ
る

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
の

「
恋
も
す
る
か
な
」
の
「
恋
」
の
上
に
連
体
修
飾
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
、
い
つ
か
ら
と
も
な
く
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

い
ま
思
い
返
す
と
、
そ
れ
は
、
形
式
動
詞
「
す
」
の
概
念
を
常
時
確
認

し
よ
う
と
努
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
発
見
と
い
う
に
は
恥
ず
か
し

い
、
小
さ
な
気
づ
き
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
「
…
恋
も
す
る
か
な
」
の
「
す

る
」
の
概
念
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
日
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
そ
の
形
式

動
詞
「
す
る
」
が
、
以
下
の
よ
う
に
読
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

〇�

郭ほ
と
と
ぎ
す公

鳴
く
や
五さ
つ
き月

の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
すａ

る
か
な

（
古
今
・
11
・
四
六
九
）

　

〇�

五さ
つ
き月

山や
ま

こ
ず
ゑ
を
高
み
郭ほ
と
と
ぎ
す公

な
く
音ね

空
な
る
恋
も
すｂ

る
か
な
（
古

今
・
12
・
五
七
九
）

　

そ
の
ａ
「
す
る
」
は
、〈
物
の
区
別
も
つ
か
な
い
情
態
で
思
い
慕
う
〉

意
を
担
っ
て
お
り
、
ｂ
「
す
る
」
は
、〈
泣
く
声
も
う
つ
ろ
な
情
態
で
思

い
慕
う
〉
意
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ａ
「
す
る
」
の
賓
語（

1
（

は
「
あ

や
め
も
知
ら
ぬ
恋
〔
ヲ
〕」
で
あ
り
、
ｂ
「
す
る
」
の
賓
語
は
「
な
く
音

空
な
る
恋
〔
ヲ
〕」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
感
じ
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
な
か
の
該
当
用
例
と
し
て
の
残
る

四
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
た
結
果
と
し
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。念
の
た
め
、

『
後
撰
和
歌
集
』
の
な
か
の
該
当
用
例
四
用
例
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
確

認
し
て
み
た
が
、
違
例
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
。
一
方
で
、『
万
葉
集
』
歌
に
見
ら
れ
る
、
述
語
直
上
に
主
語
を
敢

え
て
配
す
る
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
追
跡
を
し
て
い
る
な
か
で
、
同
じ
く

連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
恋
」
が
、
主
語
「
我あ
れ

は
」
を
挟
ん
で
「
連
体
修

飾
語
＋
恋
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
と
い
う
、
こ
れ
も
類
句
と
い
っ
て
よ

い
か
と
思
わ
れ
る
表
現
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
類
句

は
、「
連
体
修
飾
語
＋
恋
を0

も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
と
い
う
よ
う
に
格

助
詞
「
を
」
を
表
出
し
た
用
例
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く
別
の
視
点
か
ら
、「
恋
ふ
」
と
い
う
動
詞
に
つ

い
て
は
、
そ
の
一
群
の
「
釣つ

る
」「
嘆な
げ

く
」「
宿や
ど

る
」「
別わ
か

る
」
な
ど
と
と
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も
に
注
目
し
て
い
る
現
象
が
あ
っ
た
。そ
れ
ら
動
詞
が
存
在
す
る
一
方
で
、

サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
を
添
え
て
も
表
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
恋
ふ
」
を
用
い
て
い
る
一
方
で
、「
恋
ひ
す
」
と
も
い
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
恋
ひ
」
を
完
全
に
名
詞
化
さ
せ
て
、
例
え
ば
、「
恋

を0

す
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
た
用
例
や
、
連

体
修
飾
語
を
冠
す
る
こ
と
な
く
「
恋
も0

す
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
係
助
詞

な
ど
を
添
え
た
、
完
全
に
名
詞
化
し
し
た
「
恋
」
を
動
詞
「
す
」
の
賓
語

と
す
る
用
例
を
、『
万
葉
集
』、
そ
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』

に
は
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た（

2
（

の
で
あ
る
。

　

多
様
で
複
雑
な
〈
思
い
慕
う
〉
精
神
行
為
が
、
動
詞
「
恋
ふ
」
に
連
用

修
飾
語
を
配
し
た
表
現
形
式
で
は
な
い
形
式
の
開
拓
を
迫
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
類
句
「
連
体
修
飾
語
＋
恋
も
す
る
か
な
」
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ

の
多
様
で
複
雑
な
〈
思
い
慕
う
〉
精
神
行
為
の
表
現
が
可
能
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
そ
の
動
詞
「
す
る
」
の
賓
語
の
多
様
化
複
雑
化
で
あ
り
、
拡
大

化
で
あ
り
、
深
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
動
詞
「
す
」
に
は
、
そ
の
賓
語

を
受
け
止
め
て
、
そ
の
概
念
を
担
い
き
る
確
か
な
機
能
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

小
稿
執
筆
に
先
立
っ
て
、『
万
葉
集
』、
そ
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
ま

で
に
は
、
こ
の
「
連
体
修
飾
語
＋
恋
も
す
る
か
な
」
や
、
そ
れ
に
先
行
す

る
「
連
体
修
飾
語
＋
恋
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
な
ど
以
外
、〈
連
体
修

飾
語
＋
名
詞
〉
が
動
詞
「
す
」
の
賓
語
と
な
る
用
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
小
稿
は
、
和
歌
の
類
句
「
連
体
修
飾
語
＋

恋
も
す
る
か
な
」
の
成
立
と
展
開
と
を
辿
る
な
か
で
の
、
動
詞
「
す
」
の

賓
語
の
多
様
化
の
観
察
を
目
的
と
す
る
報
告
と
な
っ
た
。各
用
例
資
料
は
、

す
べ
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

二
、�『
万
葉
集
』
歌
に
見
る
先
行
形
態
「
連
体
修
飾
語
＋
恋

を0

も
我
は
す
る
か
も
」

　

和
歌
の
類
句
「
…
恋
も
す
る
か
な
」
の
先
行
形
態
に
つ
い
て
は
、
夙
に

指
摘
さ
れ
て
い
て
、
追
っ
て
、
そ
の
関
係
論
考
に
も
触
れ
る
こ
と
と
も
な

る
が
、
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
初
形
態
に
近
づ
け
る
よ
う
観
察
し
た

結
果
の
報
告
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。「
…
や
め
ば
継
が
る
る
恋

も
す
る
か
も
」（
万
葉
・
3
・
三
七
三
）
は
、
終
助
詞
「
か
な
」
が
そ
の

前
身
「
か
も
」
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
に
最

も
近
づ
い
て
い
る
形
態
用
例
で
あ
る
。「
…
消
ぬ
べ
き
恋
も
我
は
す
る
か

も
」（
万
葉
・
10
・
二
二
九
一
）
は
、
一
首
の
述
語
「
す
る
」
の
直
上
に

主
語
「
我
は
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
形
態
用
例
で
あ
る
。「
…
か
か
る

恋
を
も
我
は
す
る
か
も
」（
万
葉
・
11
・
二
四
一
一
）
は
、
そ
の
述
語
「
す

る
」
の
直
上
に
主
語
「
我
は
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
う
え
に
、「
す
る
」
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の
賓
語
が
「
か
か
る
恋
を
も
」
と
な
っ
て
い
て
、
格
助
詞
「
を
」
を
表
出

し
て
い
る
形
態
用
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

右
の
二
用
例
の
、「
す
る
」
の
賓
語
に
注
目
し
た
と
き
、
前
二
用
例
の

賓
語
に
は
、
そ
の
格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
格
助
詞
「
を
」
の
表
出
・
非
表
出（

3
（

に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
が
先
行
す
る

か
な
ど
の
判
断
は
、現
段
階
で
は
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
非
表
出
か
ら
表
出
へ
と
推
移
し
て
き
て
い
る

よ
う
だ
が
、
こ
の
表
現
形
態
に
限
っ
て
い
う
と
、
格
助
詞
「
を
」
を
表
出

し
て
い
る
用
例
の
す
べ
て
が
、
主
語
「
我
は
」
を
詠
み
込
ん
で
い
て
、
こ

の
形
態
の
ほ
う
が
原
初
形
態
か
と
感
じ
と
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
そ
の
該
当
用
例
数
も
併
せ
考
え
た
結
果
で
も
あ
る
。

　

⑴�

白
た
へ
の
袖
を
は
つ
は
つ
見
し
か
ら
に
か
か
る
恋
を8

も0

我あ
れ

は
す
る

か
も
（
万
葉
・
11
・
二
四
一
一
）

　

⑵�

志し

賀が

の
海あ

ま人
の
火ほ

気け

焼
き
立
て
て
焼
く
塩
の
辛か
ら

き
恋
を8

も0

我あ
れ

は
す
る

か
も
（
万
葉
・
11
・
二
七
四
二
）

　

⑶�

志し

賀が

の
海あ

人ま

の
一ひ
と

日ひ

も
落
ち
ず
焼
く
塩
の
辛か
ら

き
恋
を8

も0

我あ
れ

は
す
る

か
も
（
万
葉
・
15
・
三
六
五
二
）

　

⑷�

須す

磨ま

人ひ
と

の
海う
み

辺へ

常つ
ね

去さ

ら
ず
焼
く
塩
の
辛か
ら

き
恋
を8

も0

我あ
れ

は
す
る
か
も

（
万
葉
・
17
・
三
九
三
二
）

　

も
っ
と
も
、
右
の
用
例
⑵
・
⑶
・
⑷
は
、
い
わ
ゆ
る
類
歌
で
あ
り
、
地

名
が
変
わ
っ
た
り
、
ど
ん
な
塩
の
焼
き
方
を
す
る
か
の
描
写
を
変
え
た
り

で
、
結
局
は
一
首
だ
と
も
い
え
よ
う
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
、

こ
の
四
首
の
「
恋
」
の
連
体
修
飾
語
は
、
い
ず
れ
も
三
音
節
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
い
ま
一
首
、
表
現
形
態
と
し
て
は
、「
…
も
…
か
も
」
に
よ

る
詠
嘆
の
形
態
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
他
動
詞
「
す
る
」
の
賓
語

に
つ
い
て
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
て
表
現
し
、
そ
の
「
す
る
」
の
直
上

に
主
語「
我
が
」を
詠
み
込
ん
で
い
る
用
例
が
見
ら
れ
た
。「
…
も
…
か
も
」

を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
詠
嘆
の
表
現
と
い
っ
て
よ
い
一
首
で
あ
っ
た
。

　

⑸�

は
だ
す
す
き
穂
に
は
咲
き
出で

ぬ
恋
を8

我あ

が
す
る
。
た
だ
一
目
の
み

見
し
人
ゆ
ゑ
に
（
万
葉
・
10
・
二
三
一
一
）

　

旋
頭
歌
で
、
そ
の
第
三
句
「
恋
を
我
が
す
る
」
の
「
我
が
す
る
」
は
、

そ
こ
で
切
れ
る
連
体
形
止
め
で
あ
る
。
句
点
を
打
っ
て
示
し
た
と
お
り
で

あ
る
。

　

こ
の
類
句
「
連
体
修
飾
語
＋
恋
も
す
る
か
な
」
は
、
原
初
形
態
を
追
跡

す
る
な
か
で
、
そ
の
表
現
形
態
が
連
体
修
飾
語
を
冠
す
る
「
恋
」
が
他
動

詞
「
す
る
」
の
賓
語
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
次
の
若
干
の
バ
リ
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エ
ー
シ
ョ
ン
も
含
め
て
、
詠
嘆
表
現
で
あ
る
点
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

詠
嘆
表
現
は
、「
…
も
…
か
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

他
動
詞
「
す
る
」
の
上
に
主
語
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
動
詞
「
す

る
」
の
賓
語
に
は
、
格
助
詞
「
を
」
が
確
か
に
表
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

⑹�

験し
る
し

な
き
恋
を8

も0

す
る
か
。
夕
さ
れ
ば
人
の
手
ま
き
て
寝
ら
む
児
ゆ

ゑ
に
（
万
葉
・
11
・
二
五
九
九
）

　

以
上
の
用
例
に
つ
い
て
、改
め
て
確
認
す
る
以
前
か
ら
、こ
の
類
句「
連

体
修
飾
語
＋
恋
も
す
る
か
も
」の
原
初
形
態
に
つ
い
て
、そ
の
他
動
詞「
す

る
」
の
賓
語
が
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
て
い
て
、
ヲ
格
の
一
般
的
傾
向

と
は
違
う
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
知
り
た
い
思

い
に
駆
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
機
会
に
と
思
っ
て
、
そ
の
確
認
を
し
た
と
こ

ろ
、「
連
体
修
飾
語
＋
恋
を
＋
す
る
」
表
現
に
限
ら
れ
て
、
連
体
修
飾
語

の
な
い
「
恋
」
が
ヲ
格
で
他
動
詞
「
す
」
と
結
び
つ
く
こ
と
な
ど
は
、
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
恋
を
す
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
恋
も
す
」
も
、

『
万
葉
集
』
歌
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
小
稿
に
取
り
組
む
に

先
立
っ
て
、
確
認
し
て
い
た
こ
と
、
既
に
前
章
・
第
一
章
に
お
い
て
述
べ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
連
体
修
飾
語
＋
恋
を
も
我
は
す
る
か
も
」
な
ど
、「
連
体
修
飾
語
＋
恋

を
す
る
」
は
、
当
代
に
あ
っ
て
は
、
極
め
て
特
殊
な
表
現
形
態
と
し
て
構

築
さ
れ
た
表
現
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
表
現
が
普
遍
性
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
構
造
は
、「
連
体
修
飾
語
付
き
名
詞
＋
を
＋
す

る
（
詠
嘆
表
現
）」
と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
と
に
か
く
、
当
代
、
そ
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
名
詞
＋
を
＋
す
る
」

に
相
当
す
る
表
現
は
、「
連
体
修
飾
語
＋
恋
を
す
る
」
以
外
に
他
の
表
現

を
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、�「
恋
ふ
」
と
「
恋
ひ
す
」
と
、
上
代
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
「
恋
を
す
」
と
な
ど

　

上
代
語
の
律
文
『
万
葉
集
』
歌
に
は
、
ハ
行
上
二
段
に
活
用
す
る
動
詞

「
恋
ふ
」
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
一
方
に
、
そ
の
連
用
形
「
恋
ひ
」
に
サ
行

変
格
活
用
動
詞
「
す
」
を
添
え
た
「
恋
ひ
す
」
と
い
う
用
例
も
存
在
し
て
、

そ
の
取
り
扱
い
に
悩
ま
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
そ
の
「
恋
ひ
す
」

に
つ
い
て
、
一
単
語
の
複
合
動
詞
と
し
て
認
定
し
て
よ
い
の
か
、
そ
れ
と

も
、「
恋
ひ
」
と
「
す
」
と
の
二
単
語
に
切
り
離
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仮
に
一
単
語
と
見
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た
と
し
て
も
、
そ
の
「
恋
ひ
す
」
の
「
恋
ひ
」
は
単
な
る
動
詞
連
用
形
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
旦
名
詞
化
し
た
「
恋
ひ
」
が
サ
行
変
格
活
用

動
詞
「
す
」
を
伴
っ
た
「
恋
す
」
の
「
恋
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
サ
行
変
格
活
用
の
複
合
動
詞
で

あ
る
が
、
そ
の
コ
ヒ
ス
に
つ
い
て
は
、
教
材
化
に
際
し
て
な
ど
は
、
表
記

に
つ
い
て
ま
で
悩
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
歌
の
「
恋
ふ
」
は
、
ニ
格
に
よ
つ
て
そ
の
行
為
の
対
象
を

示
す（

4
（

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ヲ
格
も
僅
か
は
見
ら
れ
、
平
安
時
代
以
降

は
、
ヲ
格
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、「
恋
ふ
」
に
つ
い
て
の
大
方
の

認
識
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
、
広
く
、
そ
の
「
恋
ふ
」

と
い
う
行
為
の
対
象
が
眼
前
に
な
い
か
ら
な
ど
と
見
ら
れ
た
り
し
て
い
る

が
、
と
に
か
く
動
詞
「
恋
ふ
」
の
語
義
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
。

　

そ
の
よ
う
な
ニ
格
・
ヲ
格
の
「
恋
ふ
」
の
用
例
を
見
る
な
か
に
、
サ
行

変
格
活
用
複
合
動
詞
「
恋
ひ
す
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
コ
ヒ
ス

に
つ
い
て
、
一
般
に
は
「
恋
す
」
と
表
記
す
る
よ
う
だ
が
、
そ
し
て
、
そ

れ
は
、
現
代
人
の
古
典
語
文
表
記
の
慣
行
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
の
よ

う
に
表
記
さ
れ
て
い
て
は
、
そ
の
「
恋
」
に
つ
い
て
、
完
全
に
名
詞
化
し

た
コ
ヒ
と
感
じ
と
る
ほ
う
が
む
し
ろ
多
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
の
コ

ヒ
ス
を
、
現
代
語
「
恋
す
る
」
と
同
一
語
と
見
て
い
る
辞
典
も
あ
っ
た
り

す
る（

5
（

か
ら
で
あ
る
。

　

〇�

我あ
れ

の
み
や
か
く
恋
す
ら
む
か
き
つ
は
た
に
つ
ら
ふ
妹い
も

は
い
か
に
あ
る

ら
む
（
万
葉
・
10
・
一
九
八
六
）

　

〇�

恋
す
る
に
死
に
す
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
我あ

が
身み

は
千ち

度た
び

死
に
か
へ

ら
ま
し
（
万
葉
・
11
・
二
三
九
○
）

　
『
万
葉
集
』
歌
に
は
、
右
二
用
例
の
ほ
か
に
、
11
・
二
三
七
五
番
歌
／

12
・
二
九
三
六
番
歌
／
13
・
三
二
五
五
番
歌
／
13
・
三
二
六
二
番
歌
の
四

用
例
の
、
都
合
六
用
例
の
コ
ヒ
ス
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
六
用
例
と
も
、

そ
の
コ
ヒ
ス
は
、
動
詞
「
恋
ふ
」
の
連
用
形
「
恋
ひ
」
に
サ
行
変
格
活
用

動
詞
「
す
」
が
直
接
し
た
結
果
の
「
恋
ひ
す
」
と
見
る
の
が
適
切
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
歌
に
は
、
一
単
語
動
詞
の
連
用
形
に
サ
行
変
格
活
用
動
詞

「
す
」
が
付
い
た
複
合
動
詞
が
十
九
異
な
り
語
存
在
す
る（

（
（

。
そ
の
う
ち
、

そ
の
動
詞
連
用
形
が
連
用
形
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
一
群
が
九

異
な
り
語
見
ら
れ
た
。
残
る
十
異
な
り
語
は
、
そ
の
動
詞
連
用
形
が
連
用

形
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
一
群
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
サ
行
変

格
活
用
動
詞
「
す
」
を
伴
っ
た
用
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
動
詞
連
用
形
が

連
用
形
名
詞
化
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
用
例
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
つ
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ま
り
、
十
九
異
な
り
語
全
用
例
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
用
形
と
な
っ
て
い

る
動
詞
を
サ
行
変
格
活
用
複
合
動
詞
に
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

さ
き
に
引
い
た
『
万
葉
集
』
11
・
二
三
九
○
番
歌
の
コ
ヒ
ス
ル
は
、
続

く
「
死
に
す
る
」
の
存
在
か
ら
見
て
も
、「
恋
ふ
る
」
と
同
意
の
「
恋
ひ

す
る
」
で
あ
ろ
う
と
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。『
万
葉
集
』
歌
に
見
た
、

そ
の
十
九
異
な
り
語
は
、
や
が
て
、
中
古
の
和
歌
に
、
時
に
は
散
文
に
も

見
ら
れ
る
「
離か

れ
す
」「
消
え
す
」「
朽
ち
す
」「
尽
き
す
」「
旧ふ

り
す
」
な

ど
を
も
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る（

7
（

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、ま
た
重
ね
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
万
葉
集
』歌
に
は
、

「
恋
を8

す
」
と
い
う
表
現
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
表
出

ヲ
格
の
「
恋
〔
ヲ
〕
す
」
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
章
に
お
い
て
も
、
さ
き
に
確
認
済
み
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

す
る
か
も
」

の
「
恋
」
や
「
を
」
や
「
す
る
」
と
関
連
す
る
当
代
の
表
現
は
、
ど
こ
に

も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
恋
」
は
、
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」

と
し
て
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、�

他
動
詞
「
す
」
の
格
助
詞
「
を
」
表
出
賓
語
と
主
語
・

述
語
緊
密
の
構
文
と

　

一
般
に
和
歌
の
類
句
と
さ
れ
る
「
恋
も
す
る
か
な
」
は
、「
連
体
修
飾

語
＋
恋
も
す
る
か
な
」
と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
、
そ
れ

は
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋
す
る
か
な
」
と
改
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

そ
の
先
行
形
態
を
追
跡
し
て
到
達
し
た
原
初
形
態
は
、「
連
体
修
飾
語

付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お

い
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
他
動
詞
「
す
る
」
の
賓
語
「
連
体
修
飾
語
付
き

の
「
恋
」」
が
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
た
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」

＋
を8

も0

」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
動
詞
「
す
る
」
が
述

語
と
し
て
直
上
に
主
語
「
我あ
れ

は
」
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
章

に
お
い
て
は
、
そ
の
二
点
に
つ
い
て
、
当
代
の
表
現
と
し
て
ど
う
認
識
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
の
確
認
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

他
動
詞
「
す
」
が
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
た
賓
語
を
受
け
る
表
現
は
、

当
代
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
非
表
出
ヲ
格
と
し
て

そ
の
賓
語
を
受
け
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
以
下
、『
万
葉
集
』
歌
に
見

る
他
動
詞「
す
」と
、そ
の
ヲ
格
賓
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
、格
助
詞「
を
」
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の
表
出
・
非
表
出
の
大
勢
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

名
詞
に
動
詞
連
用
形
を
下
接
さ
せ
た
「
朝あ

さ

漕こ

ぎ
」
は
、
さ
ら
に
サ
行
変

格
活
用
動
詞
「
す
」
を
下
接
さ
せ
た
「
朝
漕
ぎ
す
」
と
な
る
用
例
を
見
せ

る
が
、
そ
の
「
朝
漕
ぎ
」
は
、
他
動
詞
「
す
」
の
非
表
出
ヲ
格
の
賓
語
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
た（

（
（

。
当
然
、
そ
の
「
朝
漕
ぎ
」

は
複
合
動
詞
化
し
た
連
用
形
名
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
の
類
用
例
は
、

動
詞
連
用
形
に
動
詞
連
用
形
を
下
接
さ
せ
た
「
浮う

き
寝ね

」
に
サ
行
変
格
活

用
動
詞
「
す
」
が
下
接
し
た
一
群
を
も
加
え
る
と
、
実
に
四
十
九
異
な
り

用
例
に
及
び
、
延
べ
百
十
二
用
例
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
よ
う
に
、
他
動

詞「
す
」の
非
表
出
ヲ
格
の
賓
語
が
大
量
に
存
在
す
る
な
か
、格
助
詞「
を
」

を
表
出
す
る
用
例
は
、
以
下
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

〇
…
浮う

き
寝ね

を8

せ
む
と
…
（
万
葉
・
15
・
三
六
二
七
／
長
歌
）
な
ど

　

〇
…
門か
ど

出で

を8

す
れ
ば
…
（
万
葉
・
20
・
四
二
九
八
／
長
歌
）
な
ど

　

〇
…
国く
に

見み

を8

す
れ
ば
…
（
万
葉
・
1
・
二
／
長
歌
）

　

〇
…
丸ま
る

寝ね

を8

す
れ
ば
…
（
万
葉
・
9
・
一
七
八
七
／
長
歌
）
な
ど

　

こ
の
程
度
の
用
例
で
格
助
詞
「
を
」
表
出
の
傾
向
を
云
々
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
小
さ
な
偏
り
は
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
次
の
よ
う

な
用
例
を
見
る
。

　

〇�

…
片か
た

恋こ
ひ

を8

す
と
…
（
万
葉
・
12
・
三
一
一
一
）
…
片か
た

思も

ひ
を8

せ
む

（
万
葉
・
4
・
七
一
九
）

　

〇�

…
夜よ

泣な

き
を8

し
つ
つ
…
（
万
葉
・
12
・
二
九
四
三
）
…
夜よ

鳴な

き
を8

し
つ
つ
（
万
葉
・
19
・
四
一
七
九
）

　

〇
…
偽い
つ
は

り
を8

よ
く
す
る
人
を
…
（
万
葉
・
12
・
二
九
四
三
）

　

〇
…
足あ
し

占う
ら

を8

そ0

せ
し
…
（
万
葉
・
4
・
七
三
六
）

　

〇
…
賢か
た

し
ら
を8

す
と
…
（
万
葉
・
3
・
三
四
四
）

　

そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
限
ら
れ
た

用
例
数
を
し
か
見
せ
な
か
っ
た
、
他
動
詞
「
す
」
の
格
助
詞
「
を
」
表
出

の
賓
語
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
な
か
、
第
二
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
、
和

歌
の
類
句
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
す
る
か
な
」
の
原
初
形
態

と
い
っ
て
よ
い
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る

か
も
」
に
は
、
そ
の
格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
と
お
り
の
該
当
用
例
が
四
用
例
、
若
干
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
る

と
、
計
六
用
例
に
、
そ
の
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
た
、
他
動
詞
「
す
」

の
賓
語
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
原
初
形
態
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る

か
も
」
は
、
そ
の
述
語
「
す
る
」
の
直
上
に
主
語
「
我あ
れ

は
」
が
表
出
さ
れ
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連体修飾語を冠する

和歌の類句「恋もするかな」の成立と展開

て
い
た
。
若
干
変
形
し
て
い
る
⑸
の
10
・
二
三
一
一
番
歌
の
、
そ
の
主
語

は
、「
我あ

が
」
と
な
っ
て
い
た
。
と
に
か
く
、
そ
の
都
合
五
用
例
に
は
、

主
語
と
述
語
「
す
る
」
と
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
そ
れ
は
、『
万
葉
集
』
歌
の
構
文
上
の
特
徴
で
は
あ
っ
た
。
以
下
に
、

そ
の
主
語
・
述
語
緊
密
の
表
現
の
う
ち
、述
語
が
サ
行
変
格
活
用
動
詞「
す
」

で
あ
る
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
万
葉
集
』
歌
の
主
語
と
述
語
と
は
、
極
め
て
緊
密
な
関
係
に
あ
っ

た（
9
（

。
そ
の
述
語
動
詞
は
多
様
で
あ
る
。
主
語
も
ま
た
多
様
で
あ
っ
た
が
、

特
に
そ
の
短
歌
の
第
五
句
に
主
語
・
述
語
が
収
ま
る
例
が
多
く
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。「
…
舟　

近
付
き
ぬ
」（
万
葉
・
3
・
二
五
○
）
／
「
霞　

た

な
び
く
」（
万
葉
・
10
・
一
八
一
五
）
な
ど
で
あ
る
。
次
い
で
、
第
四
句

末
ま
で
が
主
語
で
、
第
五
句
が
述
語
動
詞
と
な
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。

「
…
我
は　

恋
ひ
つ
つ
も
あ
る
か
」（
万
葉
・
4
・
六
六
六
）
／
「
…
こ
の

照
る
月
は　

満
ち
欠
け
し
け
る
」（
万
葉
・
3
・
四
四
二
）
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
極
端
な
用
例
と
し
て
、
初
句
か
ら
第
四
句
ま
で
が
主
語
で
、
第
五
句

が
述
語
、
と
い
う
、「
君
が
た
め
浮う

き

沼ぬ

の
池
の
菱ひ

し

摘つ

む
と
我あ

が
染そ

め
し
袖そ

で�

濡
れ
に
け
る
か
も
」（
万
葉
・
7
・
一
二
四
九
）
な
ど
ま
で
が
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
に
述
語
動
詞
が
サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
と
な
り
、
そ
の

直
上
に
主
語
「
我あ

が
」
が
位
置
す
る
用
例
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

用
例
は
、
当
初
は
、「
嘆
く
」
で
言
い
切
る
発
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
嘆
く
」

の
上
に
例
え
ば「
我あ
れ

は
」を
詠
み
入
れ
て
も
五
音
節
の
字
足
ら
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
嘆
く
」
に
つ
い
て
、
補
助
動
詞
「
す
」
と
係
助
詞
「
ぞ
」
の

協
力
を
待
っ
て
、「
嘆
き
そ
す
る
」
と
詠
み
改
め
て
、
そ
の
「
す
る
」
の

上
に
「
我あ

が
」
を
詠
み
入
れ
て
、
主
語
・
述
語
緊
密
の
第
五
句
「
嘆
き
そ

我
が
す
る
」
と
し
て
詠
み
収
め
た
か
と
思
え
た
用
例
で
あ
る
。
そ
の
「
す

る
」
は
補
助
動
詞
で
は
あ
る
が
、
直
上
の
「
我あ

が
」
と
は
、
主
語
・
述
語

の
関
係
で
あ
る
。

　

〇�

心
に
は
思
ひ
わ
た
れ
ど
よ
し
を
な
み
よ
そ
の
み
に
し
て
嘆
き
そ
我あ

が

す
る
（
万
葉
・
4
・
七
一
四
）

　

〇�

…
人
の
言こ
と

し
み
思
ひ
そ
我あ

が
す
る
…
（
万
葉
・
4
・
七
八
八
）

　

〇
待
ち
か
て
に
我あ

が
す
る
月
は
…
（
万
葉
・
（
・
九
八
七
）

　

〇
…
見
ま
く
欲ほ

り
我わ

れ

は
す
れ
ど
も
…
（
万
葉
・
9
・
一
三
九
一
）

　

そ
の
よ
う
に
、
直
上
に
主
語
を
置
く
サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
は
、

補
助
動
詞
用
法
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
他
動
詞
「
す
」
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
っ
た
。

　

〇
…
言こ
と

繁
み
丸ま
ろ

寝
そ
我あ

が
す
る
…
（
万
葉
・
10
・
二
三
○
五
）
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〇�
…
大や
ま
と和
道ぢ

の
渡
り
瀬せ

ご
と
に
手た

向む

け
そ
我あ

が
す
る
（
万
葉
・
12
・

三
一
二
八
）

　

〇�

…
し
か
れ
ど
も
言
挙
げ
そ
我あ

が
す
る
。事こ
と

幸さ
き

く
ま
幸さ
き

く
ま
せ
と
…（
万

葉
・
13
・
三
二
五
三
／
長
歌
）

　

以
上
に
見
た
よ
う
な
主
語
述
語
緊
密
表
現
の
傾
向
が
、和
歌
の
類
句「
連

体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
＋
す
る
か
な
」
の
原
初
形
態
と
見
定
め
た

「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
の
、
そ
の

「
我あ
れ

は
」と「
す
る
」と
を
共
起
さ
せ
る
傾
向
に
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
、

容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

五
、�

他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
か
ら
の
格
助
詞
「
を
」
の

省
略
と
主
語
・
述
語
緊
密
表
現
か
ら
の
主
語
「
我あ

れ

は
」

の
省
略
と

　

和
歌
の
類
句
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
＋
す
る
か
な
」
の
原

初
形
態
と
し
て
見
定
め
た
形
態
は
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
で
あ
っ
た
。
前
章
・
第
四
章
に
お
い
て
は
、

そ
の
他
動
詞
「
す
る
」
の
賓
語
に
相
当
す
る
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」

＋
を8

も0

」
の
格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
注
目
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
格
助
詞
「
を
」
は
、
非
表
出
で
も
、
そ
の
ヲ
格
が

示
せ
た
の
で
、
表
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
原
初
形
態
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋

す
る
か
も
」
の
な
か
で
、
い
ま
一
つ
の
注
目
さ
れ
る
点
は
、
そ
の
「
我あ
れ

は
」

は
主
語
で
あ
り
、「
す
る
か
も
」が
述
語
で
あ
っ
て
、そ
の
よ
う
に
、主
語
・

述
語
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
述
語
動
詞
「
す
る
」
の

直
上
に
「
我あ

が
」
や
「
我あ
れ

は
」
が
位
置
す
る
用
例
は
、『
万
葉
集
』
歌
の

な
か
に
幾
と
お
り
か
見
ら
れ
た
。「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
の
「
我あ
れ

は
す
る
か
も
」
も
、
そ
の
影
響
を
受
け

て
成
立
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

和
歌
の
類
句
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋
す
る
か
な
」
の

原
初
形
態
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」

の
背
景
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
構
文
の
骨
子
と
も
い
え
る
「
…
も
…
か
も
」

と
い
う
詠
嘆
の
表
現
形
式
が
存
在
し
た
。
そ
の
「
…
も
…
か
も
」
と
い
う

表
現
形
式
に
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」」
が
格
助
詞
「
を
」
を
表
出

し
て
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
す
る
か
な
」
が
、
ま
ず
構
築
さ

れ
た
。
一
方
で
、
そ
の
「
す
る
」
は
、
述
語
と
し
て
主
語
「
我あ
れ

は
」
を
要

求
し
て
、
そ
の
原
初
形
態
は
完
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
の
格
助
詞
「
を
」
の
表
出
は
、
む
し
ろ
一
般
的
で
は
な
か
っ
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和歌の類句「恋もするかな」の成立と展開

た
。
殊
に
、
他
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
賓
語
を
非
表
出
ヲ
格
と

し
て
受
け
る
用
例
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
一
旦

表
出
さ
れ
て
い
た
格
助
詞
「
を
」
で
あ
る
の
で
、
次
の
二
用
例
は
、
そ
の

格
助
詞
「
を
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
こ
の
格
助
詞
「
を
」
の
表
出
さ
れ
て
い
る
用
例
と
表
出
さ
れ
て

い
な
い
用
例
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
ヲ
格
の
表
出
・
非
表
出
の
関

係
と
は
逆
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
推
移
を
そ
う
読
み
と
っ
て
よ
い

か
ど
う
か
、
な
お
不
安
を
残
し
て
い
る
。
と
に
か
く
、
そ
の
二
用
例
を
引

く
。

　

⑺�

朝あ
し
た

咲
き
夕ゆ
ふ
へは

消け

ぬ
る
月つ
き

草く
さ

の
消け

ぬ
べ
き
恋
も0

我あ
れ

は
す
る
か
も
（
万

葉
・
10
・
二
二
九
一
）

　

⑻�

も
の
の
ふ
の
八や

そ十
宇う

治ぢ

川か
は

の
速
き
瀬
に
立
ち
得
ぬ
恋
も0

我あ
れ

は
す
る

か
も
（
万
葉
・
11
・
三
七
一
四
）

　

そ
し
て
、
そ
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る

か
も
」
形
態
か
ら
、
さ
ら
に
主
語
「
我あ
れ

は
」
も
省
略
さ
れ
て
、「
連
体
修

飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋
す
る
か
も
」
と
い
う
、『
古
今
和
歌
集
』
に

見
る
類
句
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋
す
る
か
な
」
直
前
の

形
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
、
主
語
「
我あ
れ

は
」
の
省
略
は
、

ち
ょ
う
ど
、
主
語
・
述
語
緊
密
の
表
現
が
徐
々
に
崩
れ
て
ゆ
く
趨
勢
と
も

並
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

⑼�

高た
か

座く
ら

の
三み

笠か
さ

の
山
に
鳴
く
鳥
の
や
め
ば
継
が
る
る
恋
も0

す
る
か
も

（
万
葉
・
3
・
三
七
三
）

　

⑽�

を
み
な
へ
し
佐さ

紀き

沢さ
は

に
生お

ふ
る
花
か
つ
み
か
つ
て
も
知
ら
ぬ
恋
も0

す
る
か
も
（
万
葉
・
4
・
六
七
五
）

　

⑾�

か
ほ
鳥と
り

の
間
な
く
し
ば
鳴
く
春
の
野
の
草く
さ

根ね

の
繁
き
恋
も0

す
る
か

も
（
万
葉
・
10
・
一
八
九
八
）

　

⑿�

言こ
と

に
出で

で
て
言
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
朝
顔
の
ほ
に
は
咲
き
出で

ぬ
恋
も0

す
る

か
も
（
万
葉
・
10
・
二
二
七
五
）

　

⒀�

こ
の
山
の
峰
近
し
と
我あ

が
見
つ
る
月
の
空
な
る
恋
も0

す
る
か
も（
万

葉
・
11
・
二
六
三
七
）

　

⒁�

君
が
着
る
三み

笠か
さ

の
山
に
居ゐ

る
雲
の
立
て
ば
継
が
る
る
恋
も0

す
る
か

も
（
万
葉
・
11
・
二
六
七
五
）

　

⒂�

庭
清
み
沖お
き

へ
漕
ぎ
出
づ
る
海あ

ま人
舟ぶ
ね

の
梶か
ぢ

取
る
間
な
き
恋
も0

す
る
か

も
（
万
葉
・
11
・
二
七
四
六
）

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
あ
る
い
は
、
こ
の
類
句
の
原
初
形
態
「
連
体
修
飾
語

付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
の
格
助
詞
「
を
」
の
表
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出
は
、
他
動
詞
「
す
る
」
の
賓
語
を
確
か
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
意
識

が
、
そ
の
格
助
詞
「
を
」
を
要
求
し
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
も
思
え

て
き
た
。
そ
の
格
助
詞
「
を
」
が
消
え
、
主
語
の
「
我あ
れ

は
」
ま
で
が
消
え

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
動
詞
「
す
る
」
に
、
そ
の
具
体
的
な
概

念
を
求
め
よ
う
と
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て

も
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

六
、
八
代
集
恋
歌
に
定
着
し
た
和
歌
の
類
句「
恋
も
す
る
か
な
」

　

テ
キ
ス
ト
や
論
考
の
な
か
で
、
こ
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋

も
＋
す
る
か
な
」
に
つ
い
て
、
和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
が
そ
う
い
わ
せ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
不
満
を
覚
え
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
小
稿
で
あ
っ

た
。
読
解
の
手
掛
か
り
を
捉
え
て
提
供
す
る
作
業
を
生
業
と
し
て
い
る
筆

者
に
は
、
そ
の
類
句
と
い
わ
れ
る
「
恋
も
す
る
か
な
」
が
、
す
べ
て
連
体

修
飾
語
を
冠
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
認
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
他
動
詞
「
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
そ

の
賓
語
が
確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
動
詞
「
す
る
」
の
概
念
が
読

み
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
か
ら
始
め
て
、
八
代
集
恋
歌
に
見
る
、

そ
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
を
改
め
て
見
た
と
き
、
そ
の
表
現
に
つ
い

て
は
、
連
体
修
飾
語
を
冠
す
る
こ
と
で
〈
思
い
慕
う
〉
行
為
の
詠
嘆
表
現

が
完
結
す
る
終
助
詞
的
な
も
の
と
で
も
感
じ
と
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
と
し

て
取
り
扱
う
大
方
の
姿
勢
も
、
理
解
で
き
な
く
は
な
い
、
と
思
え
て
き
た

の
で
あ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
、
そ
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
連
体
修
飾

語
部
分
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
歌
の
、
そ
の
先
行
形
態
の
諸
用
例
の

そ
れ
と
を
併
せ
観
察
し
た
結
果
の
施
注
な
ど
、
極
め
て
し
ば
し
ば
見
て
き

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
田
中
常
正
『
万
葉
集
よ
り
古
今
集
へ
―
古
今
集

恋
歌
の
読
人
知
ら
ず
の
歌
の
構
成
―
』（
笠
間
書
院
・
昭
和
六
十
二
年
）

の
一
の
㈠
「
古
今
集
巻
第
十
一
恋
歌
一
の
読
人
知
ら
ず
の
歌
と
万
葉
集
先

行
歌
」
は
、
小
稿
の
前
章
・
第
五
章
に
紹
介
し
た
⑼
か
ら
⒂
ま
で
の
『
万

葉
集
』歌
七
首
を
引
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』に
見
ら
れ
た
六
首
の
類
句「
恋

も
す
る
か
な
」
歌
の
連
体
修
飾
語
部
分
に
見
ら
れ
る
模
倣
追
随
の
手
法
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
小
稿
は
、
そ
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
先
行

形
態
を
追
跡
し
、
原
初
形
態
が
ど
う
構
築
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
そ
の
事
情

を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
な
ど
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
が
、
併
せ
て
、

八
代
集
和
歌
の
う
ち
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
歌
の
理
解
に
資
す
る
こ

と
が
で
き
た
ら
幸
せ
で
あ
る
。
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以
下
に
、八
代
集
和
歌
に
見
る
、そ
の
該
当
用
例
を
引
く
こ
と
と
す
る
。

　

⒃�

ほ
と
ゝ
ぎ
す
鳴
く
や
さ
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋こ

ひ

も0

す
る
哉
（
か
な
（（

古
今
・
11
・
四
六
九
）

　

⒄�

ゆ
ふ
づ
く
夜
さ
す
や
岡を
か

辺べ

の
松
の
葉は

の
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
恋
も0

す
る
か
な
（
古
今
・
11
・
四
九
○
）

　

⒅�

わ
が
園そ
の

の
梅
の
末ほ
つ

枝え

に
鶯
の
音ね

に
な
き
ぬ
べ
き
恋こ

ひ

も0

す
る
哉
（
古

今
・
11
・
四
九
八
）

　

⒆�

夜よ

ひ
の
間
も
は
か
な
く
見
ゆ
る
夏
虫
に
ま
ど
ひ
ま
さ
れ
る
恋こ

ひ

も0

す
る
哉
（
か
な
（（
古
今
・
12
・
五
六
一
）

　

⒇�

河
の
瀬せ

に
な
び
く
玉た
ま

藻も

の
み
が
く
れ
て
人
に
知し

ら
れ
ぬ
恋こ

ひ

も0

す
る

哉
（
古
今
・
12
・
五
六
五
）

　

㉑�

五さ

月
山
こ
ず
ゑ
を
高
み
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
ね
そ
ら
な
る
恋こ

ひ

も0

す
る

哉
（
古
今
・
12
・
五
七
九
）

　

㉒�

春
の
池
の
玉
藻も

に
遊
（
あ
そ
ぶ
（鳰に
ほ

鳥ど
り

の
脚あ
し

の
い
と
な
き
恋
も0

す
る
哉
（
か
な
（（
後

撰
・
2
・
七
二
）

　

㉓�

玉た
ま

の
緒を

の
絶た

え
て
み
じ
か
き
命い
の
ち

も
て
年
月
な
が
き
恋
も0

す
る
か
な

（
後
撰
・
10
・
六
四
六
）

　

㉔�

白
浪
の
寄よ

す
る
磯い
そ

間ま

を
漕こ

ぐ
舟
の
か
ぢ
と
り
あ
へ
ぬ
恋
も0

す
る
哉
（
か
な
（

（
後
撰
・
10
・
六
七
○
）

　

㉕�

逢
（
あ
ふ
（事

の
夜（
よ

々よ
（

を
隔
（
へ
だ
（つ

る
呉く
れ

竹
の
節ふ
し

の
数か
ず

な
き
恋
も0

す
る
哉
（
か
な
（（

後

撰
・
10
・
六
七
三
）

　

㉖�

照て

る
月
も
影
水み
な

底そ
こ

に
う
つ
り
け
り
似
た
る
物
な
き
恋
も0

す
る
か
な

（
拾
遺
・
13
・
七
九
一
）

　

㉗�

刈か

り
て
干ほ

す
淀よ
ど

の
真ま

菰こ
も

の
雨
降ふ

れ
ば
つ
か
ね
も
あ
へ
ぬ
恋
も0

す
る

哉（
か
な
（（

拾
遺
・
13
・
八
二
四
）

　

㉘�

涙な
み
だ

川が
は

袖そ
で

の
ゐ
せ
き
も
朽く

ち
は
て
て
淀よ
ど

む
か
た
な
き
恋
も0

す
る
か
な

（
金
葉
・
7
・
三
七
七
）

　

㉙�

ひ
と
め
見
し
人
は
た
れ
と
も
白し
ら

雲く
も

の
う
は
の
空そ
ら

な
る
恋
も0

す
る
か

な
（
千
載
・
11
・
六
四
七
）

　

㉚�

雲
井
よ
り
と
ほ
山
鳥ど
り

の
な
き
て
ゆ
く
声
ほ
の
か
な
る
恋
も0

す
る
か

な
（
新
古
今
・
15
・
一
四
一
五
）

　

以
上
十
五
首
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
歌
を
、
八
代
集
に
見
る
。
そ

の
多
様
さ
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
方
向
に
向
け
て
の
奇

抜
さ
を
競
う
も
の
が
多
か
っ
た
、
と
い
え
よ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
述
語

動
詞
「
す
る
」
の
上
の
主
語
「
我
は
」
を
、
な
お
残
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ

た
。

　

㉛�

た
ぎ
つ
瀬せ

に
根
ざ
し
と
ど
め
ぬ
浮う
き

草
の
う
き
た
る
恋
も0

我
は
す
る
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哉
（
古
今
・
12
・
五
九
二
）

　

㉜�
う
ち
は
へ
て
音ね

を
な
き
く
ら
す
空
（
う
つ
せ
み
（

蝉
の
む
な
し
き
恋
も0

我
は
す
る

哉（
か
な
（（

後
撰
・
4
・
一
九
二
）

　

㉝�

玉
津
島
深ふ
か

き
入
江
を
漕こ

ぐ
舟
の
う
き
た
る
恋
も0

我
は
す
る
哉
（
か
な
（（
後

撰
・
11
・
七
六
八
）

　

述
語
「
す
る
か
な
」
の
直
上
に
主
語
「
我
は
」
を
残
し
た
そ
の
三
首
は
、

そ
の
「
す
る
」
の
概
念
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賓
語
か
ら
、
心
な
し
か
感
じ
と

れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
恋
」
の
連
体
修
飾
語
が
、
意
外
な
ほ
ど
に

単
純
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
か
。
途
端
に
主
語
「
我
は
」
の
な

い
十
五
首
の
「
恋
」
の
連
体
修
飾
語
が
複
雑
で
あ
る
か
に
見
え
て
き
た
。

も
は
や
、
そ
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
は
、
一
単
語
の
終
助
詞
に
し
か

見
え
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

七
、�

和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
構
文
と
し
て
の
特

殊
性

　

和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
構
文
と
し
て
の
特
殊
性
に
つ
い
て

改
め
て
本
章
に
お
い
て
、
徹
底
し
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
原
初
形

態
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
確
認
を
通
し
て
、
そ
の
原
初
形
態
を

生
み
出
し
た
先
人
の
表
現
構
築
能
力
の
偉
大
さ
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
そ

の
先
人
は
、
形
式
動
詞
「
す
」
の
は
た
ら
き
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
え
た
天

才
で
あ
っ
た
。

　

和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
は
、
い
ま
、
連
体
修
飾
語
を
必
須
と

す
る
と
い
う
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
が
、
本
来
は
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た

「
恋
」
と
い
う
名
詞
を
、
他
動
詞
「
す
る
」
の
ヲ
格
賓
語
と
し
て
配
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が
ヲ
格
賓

語
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
そ
こ
に
格
助
詞
「
を
」
が

表
出
さ
れ
た
。
当
代
の
傾
向
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
述
語
動
詞
と
な
っ
た

サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
は
、
そ
の
直
上
に
主
語
「
我
は
」
を
要
求
し

た
。
以
上
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
＋
我
は
＋
す
」
を
、
あ

ら
か
じ
め
待
機
し
て
い
た
詠
嘆
の
表
現
形
式
「
…
も
…
か
も
」
に
組
み
込

む
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
が
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
類
句
「
恋
も
す

る
か
な
」
の
原
初
形
態
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
を
も
＋
我
は
＋

す
る
か
も
」
の
成
立
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
、「
…
も
…
か
も
」
と
い
う
詠
嘆
の
表
現
形
式
と
い
っ

て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
、
そ
の
「
も
」
は
、「
連
体
修
飾

語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
の
「
を
も
」
か
ら
考

え
る
と
、
そ
の
「
も
」
は
、
添
加
の
意
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
こ
こ
だ
も
鳴
く
鳥
の
声
か
も
」（
万
葉
・
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（
・
九
二
四
）／
「
辛か
ら

く
も
こ
こ
に
別
れ
す
る
か
も
」（
万
葉
・
15
・

三
六
九
五
）／
「
あ
し
び
の
花
も
咲
き
に
け
る
か
も
」（
万
葉
・
20
・

四
五
一
一
）
な
ど
が
見
ら
れ
、
中
古
に
入
る
と
、「
…
射い

る
が
ご
と
く
も

思お
も

ほ
ゆ
る
か
な
」（
古
今
・
2
・
一
二
七
）／
「
…
秋
月
ふ
か
く
も
な
り
に

け
る
哉

（
か
な
（」（

古
今
・
5
・
二
六
七
）／
「
…
い
や
は
か
な
に
も
な
り
ま
さ

る
哉

（
か
な
（」（

古
今
・
13
・
六
四
四
）／「
う
ら
山や
ま

し
く
も
帰
る
浪
哉

（
か
な
（」（

後
撰
・

19
・
一
三
五
二
）
な
ど
、
い
っ
そ
う
頻
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
連

体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋
す
る
か
な
」
も
、
そ
の
一
群
に
所
属
さ

せ
て
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
原
初
形
態
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を8

も0

＋
我あ
れ

は
＋
す
る
か
も
」
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
の
抽
象
化
を
試
み
る
こ
と
と

し
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
例
え
ば
「
辛か
ら

き
恋
を
も
我
は
す
る
か
も
」（
万
葉
・

11
・
二
七
四
二
）／
15
・
三
六
五
二
／
17
・
三
九
三
二
）
を
抽
象
化
し
た

結
果
が
、
そ
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る

か
も
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
、
な
お
具
象
的
な
概
念
を
担
っ
て
い
る

単
語
は
、
も
は
や
、「
恋
」
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
「
恋
」
を
抽
象

化
し
て
捉
え
る
と
「
名
詞
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
名
詞
」
と
い
っ

て
も
、
複
合
名
詞
も
あ
る
し
、
漢
語
も
あ
る
し
で
、
多
様
で
あ
る
。
そ
こ

で
、「
恋
」
が
和
語
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
語
名
詞
と
い
っ
て
捉
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、「
恋
」
が
動
詞
「
恋
ふ
」
の
連
用
形
が
名
詞

化
し
た
連
用
形
か
ら
転
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
連
用
形
名
詞

と
い
っ
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

和
語
名
詞
と
し
て
、
例
え
ば
、「
旅た
び

」
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
「
旅
」

を
用
い
て
、「
遠
き
国
経へ

巡め
ぐ

る
旅
を
も
我
は
す
る
か
も
」
と
詠
ま
れ
て
い

た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
の
表
現
は
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
旅
」

＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
と
ま
ず
抽
象
化
し

て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
連
用
形
名
詞
と
し
て
、
例
え
ば
、「
狩か
り

」
を
想
定
し

て
み
よ
う
。
そ
の
「
狩
」
を
用
い
て
、「
獣し
し

追お

ふ
狩
を
も
我
は
す
る
か
も
」

と
詠
ま
れ
て
い
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
の
表
現
は
、「
連
体
修
飾
語

付
き
の
「
狩
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ

ま
た
、
ひ
と
ま
ず
、
抽
象
化
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
稿
が
、
類

句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
原
初
形
態
と
し
て
捉
え
た
「
連
体
修
飾
語
付
き

の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
も
、
そ
の
よ
う
な
段
階
の
捉

え
方
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
い
っ
そ
う
抽
象
化
し
た
捉
え
方
を
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
す

べ
て
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
名
詞
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
と
い

う
よ
う
に
括
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の

名
詞
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
に
相
当
す
る
用
例
が
、「
連
体
修
飾

語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
以
外
に
存
在
し
た
ら
、

「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
表
現
は
孤
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例
で
は
な
く
な
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る

か
も
」
表
現
は
、
一
定
の
用
例
数
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
の
構
造
を
同
じ

く
す
る
他
の
表
現
、
例
え
ば
「
遠
き
国
経
巡
る
旅
を
も
我
は
す
る
か
も
」

「
獣
追
ふ
狩
を
も
我
は
す
る
か
も
」
な
ど
は
、
当
代
文
献
に
ま
っ
た
く
存

在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我

は
＋
す
る
か
も
」表
現
は
、構
文
の
う
え
か
ら
は
、孤
例
と
い
っ
て
よ
い
、

特
殊
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

和
歌
の
類
句
と
し
て
頻
用
さ
れ
た
「
恋
も
す
る
か
な
」
は
、
現
代
の
大

方
の
認
識
か
ら
も
、
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
と
し

て
も
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」」
が
、
そ
の
「
す
る
」
の
ヲ
格
賓
語

と
し
て
読
み
と
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、危
ぶ
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
恋
も
す
る
か
な
」
も
、
当
代
文

献
の
な
か
で
は
、
極
め
て
特
殊
な
構
文
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
連
体

修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋
す
る
か
な
」
の
「
恋
」
が
、
他
の
名
詞

と
な
っ
て
表
現
さ
れ
た
用
例
は
、次
章
・
第
八
章
に
お
い
て
報
告
す
る『
後

撰
和
歌
集
』
歌
に
見
た
一
用
例
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

八
、�

和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
の
後
世
の
表
現
に
与

え
た
影
響

　

前
章
・
第
七
章
の
末
尾
に
お
い
て
触
れ
て
し
ま
っ
た
、「
連
体
修
飾
語

付
き
の「
恋
」＋
も
＋
す
る
か
な
」の
影
響
を
受
け
た
た
だ
一
用
例
と
い
っ

た
、
そ
の
紹
介
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、

そ
の
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
名
詞
＋
も
＋
す
る
か
な
」
ど
お
り
に
は
な

り
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
名
詞
は
二
音
節
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

が
、
あ
い
に
く
と
、
そ
こ
に
選
定
さ
れ
た
名
詞
は
三
音
節
で
あ
っ
た
。
律

文
の
宿
命
で
、
止
む
な
く
、
詠
嘆
の
表
現
を
構
成
す
る
「
…
も
…
か
な
」

の
「
も
」
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

　

〇�

あ
ひ
お
も
は
で
う
つ
ろ
ふ
色
を
見
る
物
を
花
に
知
ら
れ
ぬ
な
が
め

〔
ヲ0

〕
す
る
哉
（
か
な
（（
後
撰
・
2
・
五
九
／
凡
河
内
躬
恒
）

　

し
か
し
、
右
の
一
用
例
は
、
そ
の
後
の
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
の

概
念
を
一
気
に
拡
大
化
・
多
様
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

〇�
た
む
け
せ
ぬ
別
れ
〔
ヲ0

〕
す
る
身
の
わ
び
し
さ
は
人
目め

を
旅
と
思
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ふ
な
り
け
り
（
後
撰
・
11
・
七
○
四
）

　

〇�

暁
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
白
露
の
お
き
て
わ
び
し
き
別
れ
〔
ヲ0

〕
せ

ま
し
や
（
後
撰
・
12
・
八
六
二
／
拾
遺
・
12
・
七
一
五
〈
重
出
〉

　

〇�

百も
も

く
さ
に
八や

そ十
く
さ
添
へ
て
賜た
ま

ひ
て
し
乳ち

房ぶ
さ

の
報
い
〔
ヲ0

〕
今
日
ぞ

我あ

が
す
る
（
拾
遺
・
20
・
一
三
四
七
）

　
「
乳
房
の
」
は
〈
母
上
の
乳
房
に
対
す
る
〉
意
で
、
連
用
形
名
詞
「
報
い
」

の
連
体
修
飾
語
で
あ
る
。「
百
く
さ
に
八
十
く
さ
添
へ
て
賜
ひ
て
し
」
は
、

そ
の
「
乳
房
の
報
い
」
に
か
か
っ
て
い
く
連
体
修
飾
語
で
あ
る
。
連
体
修

飾
の
二
重
構
造
で
あ
る
。
そ
の
「
百
く
さ
に
八
十
添
へ
て
賜
ひ
て
し
乳
房

の
報
い
」
が
、
非
表
出
の
ヲ
格
と
し
て
歌
末
の
他
動
詞
「
す
る
」
の
賓
語

と
な
っ
て
い
る
。

　

〇�

世よ

の
常つ
ね

に
思お
も

ふ
別わ
か

れ
の
旅た
び

な
ら
ば
心
見み

え
な
る
手た

向む

け
〔
ヲ0

〕
せ

ま
し
や
（
後
拾
遺
・
（
・
四
六
七
）

　

〇�

岸き
し

と
ほ
み
た
だ
よ
ふ
波
は
中
空
に
寄よ

る
か
た
も
な
き
な
げ
き
を0

ぞ

せ
し
（
後
拾
遺
・
15
・
八
七
四
）

　

右
の
ヲ
格
賓
語
は
、格
助
詞「
を
」を
表
出
し
て
い
る
。そ
の「
を
」は
、

併
せ
て
下
に
係
助
詞
「
ぞ
」
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
以
下
に
も

見
る
こ
と
に
な
る
。

　

〇�

嵐あ
ら
し

を
や
葉は

守も
り

の
神か
み

も
た
た
る
ら
ん
月
に
紅も
み
ぢ葉
の
た
む
け
〔
ヲ0

〕
し

つ
れ
ば
（
金
葉
・
3
・
二
一
七
）

　

〇�

け
ふ
く
れ
ば
麻あ
さ

の
立た
ち

枝え

に
木ゆ

ふ綿
か
け
て
夏
み
な
月
の
み
そ
ぎ
を0

ぞ

す
る
（
千
載
・
4
・
二
二
三
）

　

〇�

思
ひ
き
や
榻し
ぢ

の
端は
し

書が

き
か
き
あ
つ
め
百
夜
も
同
じ
ま
ろ
寝
〔
ヲ0

〕
せ

む
と
は
（
千
載
・
12
・
七
七
九
）

　

右
の
ヲ
格
非
表
出
賓
語
は
、
連
体
修
飾
語
「
百
夜
も
同
じ
」
付
き
の
複

合
名
詞
「
ま
ろ
寝
」
で
あ
る
。

　

〇�

か
ね
て
よ
り
思お
も

ひ
し
事
ぞ
ふ
し
柴し
ば

の
こ
る
ば
か
り
な
る
嘆な

げ

き
〔
ヲ0

〕

せ
む
と
は
（
千
載
・
13
・
七
九
九
）

　

〇�

渚な
ぎ
さ

な
る
片か
た

割わ

れ
舟
の
埋う
づ

も
れ
て
引
く
人
も
な
き
嘆
き
〔
ヲ0

〕
す
と

…
（
千
載
・
1（
・
一
一
六
○
／
長
歌
）

　

〇�
契ち
ぎ

り
し
に
あ
ら
ず
な
る
と
の
浜は
ま

千
鳥
跡あ
と

だ
に
見
せ
ぬ
恨
み
を0

ぞ
す
る

（
千
載
・
15
・
九
五
○
）

　

〇�

唐か
ら

国く
に

に
沈
み
し
人
も
わ
が
ご
と
く
三み

代よ

ま
で
逢
は
ぬ
嘆
き
を0

ぞ
せ

し
（
千
載
・
1（
・
一
○
三
五
）
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〇�
花
に
あ
か
ぬ
嘆
き
〔
ヲ0

〕
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も
今け

ふ日
の
こ
よ
ひ

に
に
る
時
は
な
し
（
新
古
今
・
2
・
一
○
五
）

　

こ
の
用
例
の
非
表
出
の
〔
ヲ0

〕
を
格
助
詞
「
を
」
と
し
て
表
出
す
る
と
、

下
の
係
助
詞
「
は
」
は
、「
ば
」
と
い
う
よ
う
に
濁
音
化
す
る
。
そ
の
「
は
」

の
背
後
に
ヲ
格
が
読
み
と
れ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

〇�

桜さ
く
ら

ち
る
春
の
末す
ゑ

に
は
な
り
に
け
り
雨あ
ま

間ま

も
し
ら
ぬ
な
が
め
〔
ヲ0

〕

せ
し
ま
に
（
新
古
今
・
（
・
七
五
九
）

　

〇�

な
き
名
の
み
立た
つ

田た

の
山
に
た
つ
雲
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
な
が
め
を0

ぞ

す
る
（
新
古
今
・
12
・
一
一
三
三
）

　

〇�

袖
の
露つ
ゆ

あ
ら
ぬ
色
に
ぞ
消き

え
か
へ
る
う
つ
れ
ば
変か
は

る
な
げ
き
〔
ヲ0

〕

せ
し
ま
に
（
新
古
今
・
14
・
一
三
二
三
）

　

〇�

わ
た
つ
海う
み

の
ふ
か
き
に
沈
む
い
さ
り
〔
ヲ0

〕
せ
で
た
も
つ
か
ひ
あ

る
の
り
を
求
め
よ
（
新
古
今
・
20
・
一
九
六
一
）

　

以
上
に
見
た
よ
う
な
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
連
用
形
名
詞
＋
を
（
ま
た

は
〔
ヲ
〕）
＋
す
」
構
文
の
表
現
を
、『
万
葉
集
』
歌
や
『
古
今
和
歌
集
』

歌
の
な
か
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
凡
河
内
躬
恒
の
、『
後
撰
和

歌
集
』
収
載
の
「
花
に
知
ら
れ
ぬ
な
が
め
す
る
哉
」
は
、「
連
体
修
飾
語

付
き
の
「
恋
」
＋
を
も
＋
我
は
＋
す
る
か
も
」
な
ど
か
ら
、
い
ち
早
く
、

「
連
体
修
飾
語
付
き
の
連
用
形
名
詞
＋
「
ヲ
」
＋
す
る
か
な
」
と
い
う
構

文
を
読
み
と
っ
た
結
果
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
連
体
修
飾
語

を
冠
し
た
名
詞
を
、
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
と
し
て
詠
み
お
お
せ
た

歌
人
た
ち
も
、
深
層
に
お
い
て
、「
連
体
修
飾
語
付
き
の
「
恋
」
＋
も
＋

す
る
か
な
」
か
ら
「
連
体
修
飾
語
付
き
の
名
詞
＋
〔
ヲ
〕
＋
す
」
を
抽

出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
構
築
し
て
い
た
も
の
と
解
し
た
い
。

注（1
）�

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
年
）
本
論
第
一
部
「
語
論
」

第
三
章
「
語
の
性
質
」
第
二
「
用
言
」
四
「
形
式
用
言
」
に
お
い
て
、
形
式
用
言

の
概
念
を
担
当
し
て
い
る
語
を
「
賓
語
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
形
式
用
言
「
す
」

に
つ
い
て
は
、「
こ
の
用
言
の
賓
語
た
る
も
の
は
体
言
及
体
言
の
資
格
を
得
た
る

用
言
及
び
副
詞
の
一
部
な
り
。」
と
い
っ
て
い
る
。
同
書
の
索
引
に
よ
る
と
、「
賓

語
」
と
い
う
、
こ
の
術
語
が
一
一
○
回
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
連
体

修
飾
語
を
必
須
と
す
る
体
言
に
特
定
し
て
の
論
述
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な

お
、
さ
き
ご
ろ
、
発
表
の
機
会
を
得
た
拙
論
「
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ

ま
」「
心
地
」「
け
は
ひ
」
な
ど
と
、
そ
の
述
語
と
な
る
自
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
」

（「
國
學
院
雜
誌
」
第
一
一
七
巻
第
九
号
・
平
成
二
十
八
年
九
月
）
に
お
い
て
も
、

そ
こ
に
共
通
す
る
構
文
上
の
特
徴
が
存
在
し
た
。

（
2
）�

そ
の
『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』
以
下
、『
新
古
今
和
歌
集
』
ま
で
の
八
代

集
を
通
し
て
も
連
体
修
飾
語
を
冠
す
る
こ
と
の
な
い
「
恋
も
す
る
か
な
」
は
見
当
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た
ら
な
か
っ
た
が
、『
大
和
物
語
』
十
九
段
に
「
世よ

を
経ふ

れ
ど
恋
も0

せ
ぬ
身
の
夕

さ
れ
ば
す
ず
ろ
に
も
の
の
悲
し
き
や
な
ぞ
」
が
見
ら
れ
た
。

（
3
）�

格
助
詞
の
う
ち
、
主
格
や
ヲ
格
に
つ
い
て
は
、
表
出
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
て
、

そ
の
現
象
を
、
筆
者
は
、
表
出
・
非
表
出
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

極
め
て
感
覚
的
な
認
識
だ
が
、
主
格
は
も
ち
ろ
ん
、
ヲ
格
も
、
古
く
は
非
表
出
が

多
く
、
徐
々
に
表
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
。

（
4
）�

い
わ
ゆ
る
動
詞
の
格
支
配
現
象
で
あ
る
。
特
に
「
背
く
」「
恐
る
」
な
ど
が
注
目

さ
れ
て
い
る
が
「
恋
ふ
」
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
・

昭
和
五
十
八
年
）「
こ
ふ
【
恋
ふ
】」
の
語
誌
（
井
手
至
執
筆
）
に
は
、
上
代
語
の

「
恋
ふ
」
は
、「
…
を
恋
ふ
」
で
は
な
く
、「
…
に
恋
ふ
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と

の
指
摘
が
あ
る
。

（
5
）�『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
七
巻
（
小
学
館
・
二
○
○
一
年
）
は
、
現
代

語
形
で
立
項
す
る
の
で
、「
こ
い
す
る
こ・
い・【
恋
】」
と
い
う
立
項
形
で
、
語
釈
が
〈
恋

を
す
る
。
恋
い
慕
う
。〉
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
「
恋
を
す
る
」
が
、
こ
の
コ
ヒ

ス
の
理
解
に
誤
解
を
与
え
る
恐
れ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

（
（
）�

一
単
語
動
詞
の
連
用
形
に
サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
が
直
接
し
た
複
合
動
詞
の

実
態
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
―
十
五
の

観
察
視
点
―
（「
國
學
院
大
学
栃
木
短
期
大
学
紀
要
（
第
五
十
号
）」）・
平
成

二
十
八
年
）
に
お
け
る
調
査
結
果
を
採
用
す
る
。「
あ
さ
り
す
」「
漁い
ざ

り
す
」「
潜か
づ

き
す
」「
枯か

れ
す
」「
死し

に
す
」「
絶た

え
す
」「
生は

え
す
」「
欲ほ

り
す
」「
忘わ
す

れ
す
」
の

前
項
動
詞
連
用
形
部
分
「
あ
さ
り
」「
漁
り
」「
潜
き
」「
枯
れ
」「
死
に
」「
絶
え
」

「
生
え
」「
欲
り
」「
忘
れ
」
は
、
連
用
形
名
詞
の
用
例
を
見
る
こ
と
が
な
い
。

「
過あ
や
ま

ち
す
」「
廬い
ほ
り

す
」「
狩か
り

す
」「
恋こ
ひ

す
」「
釣つ
り

す
」「
嘆な
げ

き
す
」「
み
そ
ぎ
す
」

「
紅も
み
ち葉
す
」「
宿や
ど

り
す
」「
別わ
か

れ
す
」の
前
項
動
詞
連
用
形
部
分「
過
ち
」「
廬
」「
狩
」

「
恋
」「
釣
」「
嘆
き
」「
み
そ
ぎ
」「
紅
葉
」「
宿
り
」「
別
れ
」
に
つ
い
て
は
、
連

用
形
名
詞
の
用
例
を
見
せ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
複
合
動
詞
前
項
の
動
詞
連
用

形
は
、
連
用
形
名
詞
化
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
前
項
の
動
詞
連
用
形
の
下
に
ヲ
格

を
認
め
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。以
上
の
結
果
を
借
り
て
、い
ま「
廬
り
す
」「
狩
り
す
」「
恋
ひ
す
」「
釣
り
す
」

「
紅
葉
ち
す
」
な
ど
表
記
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
動
詞
連
用
形
が
名
詞
化
し
て
い

な
い
こ
と
を
表
記
の
う
え
で
も
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
7
）�

古
く
、
拙
稿
「
補
助
動
詞
「
す
」
の
論
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
七
十
五
巻
第
七
号
・

昭
和
四
十
九
年
）
に
お
い
て
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（
）�

複
合
語
化
し
た
連
用
形
名
詞
に
直
接
す
る
サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
が
他
動
詞

「
す
」
で
あ
り
、
そ
の
上
に
位
置
す
る
複
合
語
化
し
た
連
用
形
名
詞
が
非
表
出
ヲ

格
の
賓
語
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て

―
十
五
の
観
察
視
点
―
」（
前
出
）
の
調
査
結
果
を
採
用
す
る
。
具
体
的
に
は
、

そ
の
「
朝あ
さ

漕こ

ぎ
す
」
以
下
、「
朝あ
さ

立だ

ち
す
」「
朝あ
さ

な
ぎ
す
」「
朝あ
さ

開び
ら

き
す
」「
足あ
し

ず
り

す
」「
網あ

引び
き

す
」「
磯い
そ

廻み

す
」「
家い
へ

出で

す
」「
家い
へ

居ゐ

す
」「
末う
ら

枯が

れ
す
」「
浦う
ら

廻み

す
」

「
面お
も

隠が
く

し
す
」「
面お
も

変が

は
り
す
」「
風か
ざ

祭ま
つ

り
す
」「
国く
に

求ま

ぎ
す
」「
国く
に

見み

す
」「
国く
に

別わ
か

れ

す
」「
言こ
と

挙あ

げ
す
」「
言こ
と

咎と
が

め
す
」「
言こ
と

問と

ひ
す
」「
事こ
と

計ば
か

り
す
」「
島し
ま

廻み

す
」「
霜し
も

曇ぐ
も

り
す
」「
旅た
び

宿や
ど

り
す
」「
手た

向む

け
す
」「
妻つ
ま

恋こ
ひ

す
」「
妻つ
ま

問ど

ひ
す
」「
鳥と

狩が
り

す
」「
侍と
の

宿ゐ

す
」「
鼻は
な

ひ
す
」「
船ふ
な

出で

す
」「
船ふ
な

乗の

り
す
」「
船ふ
な

泊は

て
す
」「
丸ま
ろ

寝ね

す
」「
宮み
や

仕つ
か

へ

す
」「
水み

脈を

引び

き
す
」「
物も
の

語が
た
り

す
」「
雪ゆ
き

消げ

す
」／「
旅た
び

寝ね

す
」「
旅た
び

行ゆ

き
す
」「
宮み
や

出で

す
」「
物も
の

思も

ひ
す
」（
係
助
詞
・
副
助
詞
介
在
）
の
四
十
二
異
な
り
語
と
、「
浮う

き

寝ね

す
」
以
下
、「
顧か
へ
り

み
す
」「
恋こ
ひ

結む
す

び
す
」「
立た

ち
走ば
し

り
す
」「
落お

ち
欠か

け
す
」「
わ

び
鳴な

き
す
」「
酔ゑ

ひ
泣な

き
す
」
の
七
異
な
り
語
と
が
検
出
さ
れ
、
計
四
十
九
異
な

り
語
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。

（
9
）�

拙
稿
「
万
葉
歌
の
構
文
―
主
語
・
述
語
緊
密
の
関
係
―
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第

一
一
一
巻
第
五
号
・
平
成
二
十
二
年
）
の
調
査
結
果
の
一
部
を
採
用
す
る
。


