
は
じ
め
に

他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

は
自
動
詞

｢

漏
る｣
か
ら
派
生
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
、
拙
論

(
二
〇
一
五
ａ)

で
は

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

に
お
け
る
用
法
上
の
自
他
対
応
の

推
移
を
明
ら
か
に
し
、
拙
論

(

二
〇
一
五
ｂ)

で
は
複
合
動
詞

｢

動
詞
＋
漏
ら
す｣

(

以
下

｢

〜
漏
ら
す｣

と
総
称
す
る)
に
お

け
る
意
味
関
係
の
変
容
と
そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
。

拙
論
を
成
す
過
程
で

｢

〜
漏
ら
す｣

と
い
う
表
現
形
成
が
中

古
に
お
い
て
一
般
的
で
な
く
、『

源
氏
物
語』

『

紫
式
部
日
記』

に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た

『

源
氏
物

語』

は
同
時
代
の
他
の
仮
名
散
文
資
料
と
比
べ
、
本
文
中
で

｢

漏
ら
す｣

を
多
用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

｢

〜
漏
ら
す｣

の

形
成
は

｢

漏
ら
す｣

多
用
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
ま
た

『

源
氏
物
語』

に
見
ら
れ
る
の
は

｢

言
ひ

漏
ら
す｣

｢

書
き
漏
ら
す｣

｢

聞
き
漏
ら
す｣

で
あ
り
、
こ
れ
ら

は
用
法
を
変
え
つ
つ
も
現
在
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ

の
こ
と
と
こ
れ
ら
が

『

源
氏
物
語』

で
使
用
さ
れ
た
こ
と
と
は

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
複
合
動
詞

｢

〜
漏

ら
す｣

の
形
成
と
定
着
に
関
し
て

『

源
氏
物
語』

の
作
者
が
果

た
し
た
役
割
の
大
き
さ
が
窺
え
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は

『

源
氏

物
語』

に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
使
用
拡
大
、
中
古
に
お
け
る

自
動
詞

｢

漏
る｣

が
形
成
す
る
複
合
動
詞
と
の
違
い
と
い
う
観

点
か
ら

『

源
氏
物
語』

の
作
者
が
当
該
表
現
を
生
み
出
し
た
蓋

然
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
論
は
成
稿
の
背
景
か
ら
拙
論

(

二
〇
一
五
ａ
ｂ)

と
内
容

的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
ま
た
杉
村

(

二
〇
〇
七)

・
西
田

(

一
九
八
九)

(

一
九
九
〇)

に
は
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
い
る

が
、
す
で
に
拙
論
に
お
い
て
そ
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、

本
論
で
は
重
複
を
避
け
、
言
及
を
割
愛
す
る
。
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二

『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

に
つ
い
て

表
一
に
中
古
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
数
を

示
し
た
。
自
動
詞

｢

漏
る｣

(

四
段
活
用)

が
多
く
の
資
料
で

幅
広
く
使
用
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、｢

漏
ら
す｣

は
作
り
物
語

を
中
心
に
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。『

源
氏
物
語』

に
お
け
る
用

例
数
は
そ
の
分
量
の
多
さ
を
考
慮
し
て
も
突
出
し
て
多
く
、
極

め
て
特
徴
的
で
あ
る
１

。

表
一

中
古
に
お
け
る

｢
漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
数

そ
こ
で
意
味
用
法
の
面
か
ら
さ
ら
に

『

源
氏
物
語』

に
お
け

る

｢

漏
ら
す｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
中
古
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
意
味
用
法
は
以
下
の
①
〜
④
に
整
理
さ
れ
る
。

①

｢

雨
・
水｣

な
ど
の
液
体
が
何
ら
か
の
遮
蔽
物
を
通
過
し
、

そ
の
外
に
現
れ
る
よ
う
に
す
る
。

②
人
が
内
に
抱
え
る

｢

内
容｣

が
言
葉
等
に
よ
っ
て
外
に
表
さ

れ
、
他
者
に
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。

③
人
の
有
す
る

｢

気
持
ち｣

｢

感
情｣

が
態
度
・
表
情
等
に
よ
っ

て
外
に
表
さ
れ
、
他
者
に
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。

④
作
者
が
内
に
抱
え
る

｢

内
容｣

を
文
字
に
よ
っ
て
物
語
に
表

さ
ず
、
他
者
に
知
覚
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。

表
二

中
古
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
法
別
用
例
数
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漏る
(四)

漏る
(下二)

漏らす

伊 勢 物 語 1

平 中 物 語 1

蜻 蛉 日 記 5

宇 津 保 物 語 5 2 3

大 和 物 語 4

枕 草 子 1

源 氏 物 語 12 2 49

夜 の 寝 覚 5 8

浜松中納言物語 3 1

狭 衣 物 語 8 7

栄 花 物 語 5 2

計 49 4 71

① ② ③ ④ 計

伊 勢 物 語 1 1

宇 津 保 物 語 3 3

源 氏 物 語 36 9 4 49

夜 の 寝 覚 5 3 8

浜松中納言物語 1 1

狭 衣 物 語 1 3 3 7

栄 花 物 語 1 1 2

計 2 49 13 7 71



表
二
に
用
法
別
用
例
数
を
示
し
た
。
用
例
数
で
見
る
と
①
で

の
用
例
が
最
も
少
な
く
、
②
で
の
用
例
が
最
も
多
く
、
③
④
で

の
用
例
が
そ
れ
に
続
く
。
③
④
の
用
法
は
源
氏
物
語
以
前
成
立

の
資
料
で
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
②
③
④
の
用
法
が
認
め
ら
れ

る

『

源
氏
物
語』

の

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
に
お
い
て
特
に
用
例

数
の
多
い
の
は
②
の
用
法
で
あ
り
、
②
の
用
法
全
体
の
用
例
数

を
押
し
上
げ
て
い
る
。

以
下
各
用
法
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
い
く
。
①
の
用
法
は
自

動
詞

｢

漏
る｣

の
用
法
を
も
と
に
そ
れ
を
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

に
当
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
２

。
こ
の
意
味
用

法
は
中
古
の
散
文
資
料
で
は
和
歌
の
中
で
少
数
の
例
が
見
出
せ

る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
用
法
も
固
定
的
で
使
用
に
広
が
り
は
見
出

せ
な
い
。
用
例
を
１
に
示
す
。
１
は
歌
の
用
例
で

｢

結
ぶ｣

が

｢

水｣

の
縁
語
で
あ
る

｢

掬
ぶ｣

の
掛
詞
と
な
っ
て
お
り
、｢

縁

を
結
ぶ｣

こ
と
と

｢

水
を
す
く
う

(

掬
ぶ)｣
こ
と
と
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
。｢

水
漏
ら
さ
じ｣

は
比
喩
的
に
相
手
の
女
性
と

の
強
い
絆
を
保
と
う
と
す
る
姿
勢
を
表
現
し
て
い
る
。

１
む
か
し
、
色
好
み
な
り
け
る
女
、
出
で
て
い
に
け
れ
ば
、
な

ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
な
り
に
け
ん
水
も
ら
さ
じ
と
結

び
し
も
の
を

伊
勢
物
語

二
八
段

②
の
用
法
は
早
く
も

『

宇
津
保
物
語』

に
用
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
用
法
は

『

源
氏
物
語』

を
含
め
、
作
り
物
語
に
多
く
の
用

例
が
認
め
ら
れ
、
禁
止
や
打
消
意
志
を
表
わ
す
文
で
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。『

源
氏
物
語』

の
用
例
を
２
に
示
す
。
２
は

夕
顔
の
家
を
訪
れ
た
源
氏
が
あ
く
る
朝
、
夕
顔
を
そ
の
屋
敷
近

く
の

｢

な
に
が
し
の
院｣

と
い
う
人
が
住
ん
で
い
な
い
荒
れ
た

様
子
の
屋
敷
に
連
れ
て
行
く
。
そ
こ
で
屋
敷
を
管
理
す
る
預
か

り
が
源
氏
に
御
供
が
い
な
い
の
は
不
便
が
あ
る
だ
ろ
う
と
伝
え

る
の
に
対
す
る
源
氏
の
言
葉
に
現
れ
た
用
例
で
あ
る
。
源
氏
は

預
か
り
に
特
別
に
人
が
来
な
い
よ
う
な
隠
れ
家
を
求
め
た
の
だ
。

他
の
人
に
知
ら
せ
る
な
と
口
止
め
を
す
る
。

２

｢

殊
更
に
、
人
来
ま
じ
き
隠
れ
家
求
め
た
る
な
り
。
更
に
、

心
よ
り
ほ
か
に
漏
ら
す
な｣

と
、(

源
氏
は)

口
が
た
め
さ

せ
給
ふ
。

源
氏
物
語

夕
顔

次
に
③
の
用
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
３
、
４
に
用
例
を
示
す
。

３
は

『

源
氏
物
語』

に
お
け
る
夕
霧
に
語
る
朱
雀
院
の
こ
と
ば

の
中
の
用
例
で
あ
る
。
桐
壺
帝
に
は
源
氏
と
冷
泉
帝
の
行
く
末

を
頼
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
天
皇
と
な
っ
た
後
は
立
場
上
限
界

が
あ
り
、
朧
月
夜
を
め
ぐ
る
事
件
の
時
に
か
ば
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
は
源
氏
に
恨
ま
れ
た
だ
ろ
う
と
思
う

の
だ
が
、
長
年
そ
の
恨
ん
で
い
る
様
子
を
源
氏
は
見
せ
な
い
と

語
っ
て
い
る
。
ま
た
４
は

『

夜
の
寝
覚』

の
用
例
で
あ
る
。
今

で
は
現
世
で
の
望
み
を
捨
て
、
子
ど
も
た
ち
の
世
話
に
明
け
暮

れ
て
い
る
寝
覚
上
は
、
か
つ
て
愛
し
た
内
大
臣
を
か
り
そ
め
の
、

自
分
と
は
関
係
の
な
い
人
と
思
い
、
心
の
内
を
見
せ
て
恨
み
に

思
う
様
子
は
決
し
て
見
せ
な
い
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
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３

｢

心
置
か
れ
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
あ
り
け
ん｣

と
思
ふ
を
、

年
頃
、
事
に
ふ
れ
て
、
そ
の
恨
み
残
し
た
ま
へ
る
け
し
き
を

な
ん
、
漏
ら
し
給
は
ぬ
。

源
氏
物
語

若
菜
上

４
か
り
そ
め
の
、
よ
そ
の
物
に
思
ひ
は
な
ち
、
う
ち
と
け
て
う

ら
み
顔
な
る
気
色
、
ゆ
め
に
も
洩
ら
さ
ず
、

夜
の
寝
覚

中
古
の

｢

漏
ら
す｣

に
お
け
る
③
の
用
法
は
人
の
内
面
に
あ

る
も
の
が
外
に
現
れ
る
と
い
う
点
で
前
述
の
②
の
用
法
と
共
通

性
を
有
す
る
。
し
か
し
、
言
葉
が
介
在
す
る
か
し
な
い
か
と
い

う
点
か
ら
両
者
の
用
法
に
は
線
引
き
が
で
き
る
。
ま
た
②
が
具

体
的
な
言
動
を
伴
う
の
に
対
し
、
③
は
表
情
、
態
度
の
み
か
ら

相
手
の
内
面
を
探
る
と
い
う
点
で
よ
り
繊
細
な
読
み
取
り
を
必

要
と
す
る
。
③
の
用
法
は
中
世
以
降
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

中
古
に
お
け
る
貴
族
社
会
を
舞
台
に
し
た

『
源
氏
物
語』

の
中

で
特
に
発
達
し
た
用
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

④
の
用
法
は

｢｢

内
容｣

を
他
者
に
知
覚
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る｣

と
い
う
点
で
②
③
と
は
正
反
対
の
内
容
を
表
わ
す
よ
う

に
見
え
る
。
５
に
用
例
を
示
す
。
源
氏
は
夕
霧
の
元
服
を
行
っ

た
が
、
す
ぐ
に
四
位
に
は
せ
ず
、
大
学
に
入
学
さ
せ
勉
学
を
さ

せ
る
こ
と
に
す
る
。
大
学
入
学
の
際
、
字
を
付
け
る
式
が
行
わ

れ
た
後
、
源
氏
は
博
士
や
詩
文
に
堪
能
な
も
の
、
上
達
部
、
殿

上
人
で
詩
作
が
出
来
る
も
の
を
そ
の
場
に
残
し
、
詩
を
作
ら
せ

た
。
５
は
そ
の
詩
の
出
来
栄
え
や
そ
の
場
に
い
た
人
々
の
様
子

を
描
写
し
た
部
分
の
用
例
で
あ
る
。
終
わ
り
に
い
わ
ゆ
る
草
子

地
の
部
分
が
あ
り
、
女
が
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
を
語
る
の
は
憎

ら
し
い
こ
と
だ
と
人
が
言
い
、
嫌
な
こ
と
で
あ
る
の
で

｢

漏
ら

し
た｣

、
つ
ま
り
、
そ
れ
以
上
書
か
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。

５

｢

唐
土
に
も
、
も
て
渡
り
伝
へ
ま
ほ
し
げ
な
る
、
世
の
文
ど

も
な
り｣

と
な
ん
、
そ
の
頃
、
世
に
愛
で
ゆ
す
り
け
る
。
お

と
ゞ
の
御
を
ば
、
さ
ら
な
り
。
親
め
き
、
あ
は
れ
な
る
事
さ

へ
す
ぐ
れ
た
る
を
、
涙
お
と
し
て
、
誦
し
さ
わ
ぎ
し
か
ど
、

｢

女
の
、
え
知
ら
ぬ
こ
と
ま
ね
ぶ
は
、
憎
き
こ
と
を｣

と
、

う
た
て
あ
れ
ば
、
漏
ら
し
つ
。

源
氏
物
語

乙
女

こ
の
用
法
は
い
わ
ゆ
る
草
子
地
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
の
み
現

れ
る
。
そ
の
際
、
作
者
を
主
語
と
し
、
前
段
を
受
け
、
さ
ら
に

描
写
す
る
の
は
差
支
え
が
あ
る
の
で
書
か
な
か
っ
た
と
述
べ
る

形
式
を
取
っ
て
い
る
。
同
様
の
用
例
は
中
古
の
仮
名
散
文
に
お

い
て

『

源
氏
物
語』

『

狭
衣
物
語』

に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
以

下
の
６
は

『

狭
衣
物
語』

の
用
例
で
あ
る
。
６
の
用
例
も
草
子

地
で
使
用
さ
れ
、『

源
氏
物
語』

で
の
述
べ
方
が
踏
襲
さ
れ
て

い
る
。『

狭
衣
物
語』

は

『

源
氏
物
語』

の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
④
の
用
法
で
の

｢

漏
ら
す｣

の
使

用
も

『

源
氏
物
語』

の
表
現
を
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

６
そ
の
夜
の
事
ど
も
書
き
続
け
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
中
中
な
れ
ば
、

漏
ら
し
つ
。

狭
衣
物
語
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さ
て
中
古
仮
名
散
文
資
料
に
お
い
て

｢

漏
ら
す｣

に
①
〜
④

の
用
法
が
あ
る
こ
と
を
見
た
。
次
に
各
用
法
間
の
派
生
関
係
を

考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
①
の
用
法
は
用
例
が
二
例
し
か
認
め
ら

れ
ず
、
そ
の
全
て
が
和
歌
に
見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
①
の
用
法
は
和
歌
表
現
を
基
盤
と
し
、｢

漏
る｣

の
表

わ
す
内
容
を
他
動
詞
的
に
表
現
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
用
法
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。
一
方
②
の
用
法
は
自
分
の
内
に
存
在
す
る

秘
密
や
内
緒
事
な
ど
の
内
容
が
外
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
を
表
わ

し
て
い
る
。
①
の
用
法
と
何
ら
か
の
接
点
を
持
ち
つ
つ
こ
の
用

法
が
派
生
し
た
と
考
え
る
と
②
の
用
法
は
和
歌
表
現
で

｢

漏
る｣

が
有
し
て
い
た

｢

液
体
が
流
れ
出
す
イ
メ
ー
ジ｣

を
自
分
の
抱

え
る
秘
密
、
内
緒
事
を
人
に
知
ら
せ
る
と
い
う
世
俗
で
の
行
為

に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

『

源
氏
物
語』

成
立
以
前
の
和
歌
資
料
で
は

『
古
今
和
歌
集』

に
二
例
、『

後
撰
和
歌
集』

に
一
例
、
以
下
の
用
例
が
見
出
せ

る
。

７
枕
よ
り
ま
た
知
る
人
も
な
き
恋
を
涙
堰
き
あ
へ
ず
も
ら
し
つ

る
か
な

古
今
和
歌
集

六
七
〇

８
犬
上
の
鳥
籠
の
山
な
る
名
取
川
い
さ
と
答
へ
よ
わ
が
名
も
ら

す
な

古
今
和
歌
集

一
一
〇
八

９
思
ひ
わ
び
君
が
つ
ら
き
に
立
ち
寄
ら
ば
雨
も
人
目
も
も
ら
さ

ざ
ら
な
む

後
撰
和
歌
集

九
五
三

こ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て

｢

漏
ら
す｣

対
象
は

｢

相
手
を
思

う
気
持
ち｣

や

｢

相
手
を
思
う
自
分
の
存
在｣

で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
歌
の
中
に
は

｢

涙｣
｢

名
取
川｣

｢

雨｣

と
い
う

｢

水
の
流
れ｣

を
想
起
さ
せ
る
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
歌
の
中
で
は

｢

液

体
が
流
れ
出
す
イ
メ
ー
ジ｣

が

｢

相
手
へ
の
気
持
ち
、
そ
の
よ

う
な
気
持
ち
を
抱
く
自
分
が
外
に
現
れ
る
こ
と｣

に
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
和
歌
表
現
に
お

け
る

｢

漏
ら
す｣

で
は

｢

自
分
の
気
持
ち
が
外
に
現
れ
る
こ
と｣

と

｢

液
体
が
流
れ
出
す｣

イ
メ
ー
ジ
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
用
法

を
発
達
さ
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

中
古
仮
名
散
文
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
②
の
用
法
で
は
外

に
現
れ
る
の
は
言
葉
で
あ
り
、
自
分
の
抱
え
る
内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
あ
る
内
容
を
外
に
表
わ
す
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る

点
で
は
和
歌
表
現
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
法
と
共
通
性
が

見
出
せ
る
。
さ
ら
に
表
情
、
態
度
か
ら
主
体
の
感
情
が
あ
ら
わ

に
な
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
③
の
用
法
に
つ
い
て
も
主
体
の

感
情
が
外
に
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
点
が
和
歌
表
現
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
法
と
共
通
す
る
。

以
上
か
ら

｢

漏
ら
す｣

を
用
い
た

｢

自
分
の
気
持
ち
が
外
に

現
れ
る
こ
と｣

と

｢

液
体
が
流
れ
出
す
イ
メ
ー
ジ｣

と
を
重
ね

合
わ
せ
る
表
現
が
和
歌
に
お
い
て
生
ま
れ
、
そ
の
こ
と
が
②
③

の
用
法
が
派
生
す
る
環
境
を
整
え
た
と
考
え
る
。
和
歌
に
お
け

る
７
〜
９
の
よ
う
な
用
例
は
言
わ
ば

｢

漏
ら
す｣

の
①
の
用
法

と
②
③
の
用
法
と
を
つ
な
ぐ
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
和
歌
で
は

｢
漏
ら
す｣

の
表
現
内
容
に
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
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二
重
に
重
ね
ら
れ
る
の
に
対
し
、
散
文
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
と
し
て
の
性
格

に
起
因
す
る
相
違
で
あ
る
と
考
え
る
。

小
田

(
一
九
八
七)

は
勅
撰
集
に
お
い
て

｢

漏
ら
す｣

が
恋

歌
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、｢

そ
の
意
味
で

こ
の
語
は
恋
の
諸
相
を
描
き
分
け
た
源
氏
物
語
的
詞
と
い
え
よ

う｣

と
し
て
い
る
。
②
③
の
用
法
が
共
に

『

源
氏
物
語』

の

｢

漏
ら
す｣

に
多
く
見
ら
れ
る
の
は

『

源
氏
物
語』

が
そ
の
成

立
に
際
し
て
巧
み
に
和
歌
表
現
を
取
り
込
ん
だ
結
果
で
あ
り
、

｢

漏
ら
す｣

の
表
現
性
や

『
源
氏
物
語』

の
物
語
性
を
よ
り
豊

か
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。

最
後
に
④
の
用
法
に
つ
い
て
考
え
る
。
な
ぜ
あ
る
内
容
を
そ

れ
以
上
書
か
な
い
こ
と
が

｢

漏
ら
す｣

と
表
現
さ
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
④
の
用
法
に
お
い
て
は

｢

内
容｣

を

｢
表
わ
す
べ
き
場｣

が
予
め
設
定
さ
れ
、
そ
の

｢

場｣

か
ら
そ
の
外
へ

｢
内
容｣

を

出
す
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
④
と

②
の
用
法
を
比
較
す
る
と
両
方
と
も
あ
る
場
所
を
起
点
と
し
、

｢

内
容｣

を
そ
の
外
に
出
す
と
い
う
点
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
起
点
が
②
で
は

｢

内
容｣

が
位
置
す
る

｢

人
物｣

で

あ
る
の
に
対
し
、
④
で
は

｢

内
容｣

を

｢

書
く
べ
き
場
所｣

と

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。｢

書
く
べ
き
場
所｣

か
ら
そ
の

｢

内
容｣

を
外
に
出
せ
ば
内
容
は
書
か
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

②
④
の
用
法
が
正
反
対
の
内
容
を
示
す
の
は
両
者
に
お
け
る
起

点
の
相
違
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

三

『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

〜
漏
ら
す｣

に
つ
い
て

｢

〜
漏
ら
す｣

は

『

源
氏
物
語』

『

紫
式
部
日
記』

に
し
か

用
例
が
認
め
ら
れ
な
い
。
前
述
し
た

『

源
氏
物
語』

で
の

｢

漏

ら
す｣

の
多
用
、
用
法
の
拡
大
を
併
せ
考
え
る
と

『

源
氏
物
語』

の
作
者
が
独
自
の
表
現
を
模
索
す
る
過
程
で

｢

〜
漏
ら
す｣

の

形
成
が
な
さ
れ
た
と
い
う
蓋
然
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
中
古
の
散
文
資
料
に
お
い
て

｢

漏
る｣

｢

漏

ら
す｣

の
複
合
動
詞
形
成
の
傾
向
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、

さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず

｢

〜
漏
ら
す｣

の
用
法
に
つ
い
て
簡
単
に
示
す
。
10
は

方
違
え
で
紀
伊
守
の
家
を
訪
れ
た
源
氏
が
、
邸
内
を
眺
め
な
が

ら
め
ぐ
っ
て
い
る
と
侍
女
た
ち
が
ひ
そ
ひ
そ
と
自
分
に
つ
い
て

噂
話
を
し
て
い
る
の
を
聞
く
と
い
う
場
面
の
例
で
あ
る
。
こ
こ

で
の

｢

言
ひ
漏
ら
す｣

は

｢

人
が
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を

言
い
、
そ
れ
を
外
に
出
す｣

と
い
う
意
図
的
な
行
為
を
表
わ
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

11
は
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
髭
黒
と
玉
鬘
の
交
際
に
つ
い
て
自

然
に
人
が
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
語
り
伝
え
、
聞
い
た
人
が
そ

れ
を
周
囲
に
広
め
て
い
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
の

｢
聞
き
漏
ら
す｣

は

｢

人
が
聞
い
て
、
そ
の
聞
い
た
内
容
を
外

に
出
す｣

と
い
う
意
図
的
な
行
為
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

12
は
宇
治
八
宮
の
逝
去
後
、
娘
の
大
君
、
中
君
の
心
を
慰
め

る
た
め
、
薫
も
匂
宮
も
折
々
に
便
り
を
よ
こ
す
と
い
う
場
面
の

例
で
あ
る
。
こ
の
例
は
草
子
地
に
見
ら
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
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て
煩
わ
し
く
、
何
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら

い
つ
も
の
よ
う
に
書
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
と
作
者
が
述
べ

て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
の

｢

書
き
漏
ら
す｣

は

｢

そ
の
内
容
を

書
く
こ
と
は
せ
ず
除
い
た｣

こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

10

｢

か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、
人
の
言
ひ
も
ら
さ
む
を
、
聞
き

つ
け
た
ら
む
時｣
な
ど
、(

源
氏
は)

お
ぼ
え
給
ふ
。

源
氏
物
語

帚
木

11
か
う
忍
び
給
ふ
御
中
ら
ひ

(

髭
黒
と
玉
鬘
の
関
係)

の
こ
と

な
れ
ど
、
お
の
ず
か
ら
、
人
の
、
を
か
し
き
こ
と
に
語
り
伝

へ
つ
つ
、
次
次
に
聞
き
も
ら
し
つ
つ
、
あ
り
が
た
き
世
語
り

に
ぞ
、
さ
さ
め
き
け
る
。

源
氏
物
語

眞
木
柱

12
中
納
言
殿
よ
り
も
、
宮
よ
り
も
、
折
過
ぐ
さ
ず
、
と
ぶ
ら
ひ

聞
え
給
ふ
。(

そ
の
文
は)

う
る
さ
く
、
何
と
な
き
こ
と
多

か
る
や
う
な
れ
ば
、
例
の
、
書
き
も
ら
し
た
る
な
め
り
。

源
氏
物
語

椎
本

他
に

『

紫
式
部
日
記』

に

｢

御
覧
じ
も
漏
ら
す｣
が
見
ら
れ

る
３

。
13
は
消
息
文
の
結
び
の
体
裁
で
綴
ら
れ
た
部
分
の
例
で

読
め
な
い
ほ
ど
乱
筆
の
と
こ
ろ
や
脱
字
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
が

そ
れ
に
つ
い
て
は
お
見
逃
し
く
だ
さ
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
例
の

｢

御
覧
じ
も
漏
ら
す｣

は

｢

見
て
も
そ
の
内
容
を
内

に
と
ど
め
な
い
で
く
だ
さ
い｣

と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

13
え
読
み
侍
ら
ぬ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
文
字
お
と
し
ぞ
侍
ら
ん
。

そ
れ
は
、
な
に
か
は
、
御
覧
じ
も
漏
ら
さ
せ
給
へ
か
し
。

紫
式
部
日
記

以
上
、『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

言
ひ
漏
ら
す｣

｢

書
き
漏

ら
す｣

｢

聞
き
漏
ら
す｣

、『

紫
式
部
日
記』

に
お
け
る

｢

御
覧

じ
も
漏
ら
す｣

の
用
法
を
見
た
。｢

言
ひ
漏
ら
す｣

｢

聞
き
漏
ら

す｣

の
意
味
に
は
動
詞

｢

漏
ら
す｣

の
②
の
意
味
が
、｢

書
き

漏
ら
す｣

｢

御
覧
じ
も
漏
ら
す｣

の
意
味
に
は

｢

漏
ら
す｣

の

④
の
意
味
が
そ
れ
ぞ
れ
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
②
④

は

『

源
氏
物
語』

で
多
用
さ
れ
て
い
る
用
法
、
独
自
に
作
ら
れ

た
用
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
表
現
が
源
氏
物
語

の
作
者
が

｢

漏
ら
す｣

を
使
用
し
、
物
語
を
作
る
過
程
で
ご
く

自
然
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
こ
で
次
に
中
古
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
複
合

動
詞
形
成
の
傾
向
を
比
較
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。

表
三
、
表
四
に
中
古
和
文
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

が

形
成
す
る
複
合
動
詞
を
示
し
た
。

表
三

中
古
に
お
け
る

｢

漏
り
〜｣

｢

漏
れ
〜｣
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漏り濡る 蜻蛉1・源氏1

漏り添ふ 宇津保1

漏り過ぐ 大和1

漏り優る 大和2

漏 り 来 枕1・源氏2・更級1

漏り出づ
枕1・源氏12・狭衣6
夜寝覚2・栄花2

漏り聞く
源氏20・夜寝覚10
浜松1・狭衣1・栄花2

漏り聞こゆ
源氏6・夜寝覚2
狭衣1・栄花16

漏り見る 源氏1

漏り入る 狭衣1

漏り患ふ 狭衣2

漏れ出づ 夜寝覚2

漏れ聞こゆ 狭衣1



表
四

中
古
に
お
け
る

｢

漏
ら
し
〜｣

｢

〜
漏
ら
す｣

｢

漏
る｣

を
用
い
た
複
合
動
詞
は

『

源
氏
物
語』

成
立
以
前

の
資
料
に
も
用
例
が
確
認
で
き
、
複
数
の
資
料
で
用
例
が
確
認

で
き
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、｢
漏
ら
す｣

を
用
い
た
複
合

動
詞
は
用
例
が
確
認
で
き
る
範
囲
が

『
源
氏
物
語』

『

紫
式
部

日
記』

『

夜
の
寝
覚』

『

狭
衣
物
語』

の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
両
者
を
比
較
す
る
と
中
古
の
複
合
動
詞
形
成
に
お
い

て
は

｢

漏
る｣

に
よ
る
複
合
動
詞
形
成
の
ほ
う
が
よ
り
一
般
的

で
あ
り
、｢

漏
ら
す｣

に
よ
る
複
合
動
詞
形
成
は

『

源
氏
物
語』

の
作
者
に
よ
る
創
意
、
ま
た
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
物
に
よ

る
模
倣
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

次
に
用
法
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。｢

漏
る｣

は
中
古
の

散
文
資
料
で
は

『

大
和
物
語』

『

蜻
蛉
日
記』

『

宇
津
保
物
語』

な
ど
か
ら
用
例
が
見
ら
れ
、｢

雨｣
｢

露｣
｢

月
影｣

な
ど
を
主

語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
以
下
に
示
し
た

｢

漏
り
来｣

｢

漏
り

過
ぐ｣

｢

漏
り
添
ふ｣

｢

漏
り
濡
る｣

｢

漏
り
ま
さ
る｣

が

｢

雨｣

｢

涙｣
｢

月
影｣

な
ど
を
主
語
と
し
て
い
る
の
は

｢

漏
る｣

の
用

法
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

14
荒
れ
た
る
家
の
蓬
ふ
か
く
、
葎
這
ひ
た
る
庭
に
、
月
の
く
ま

な
く
あ
か
く
す
み
の
ぼ
り
て
見
ゆ
る
。
ま
た
、
さ
や
う
の
荒

れ
た
る
板
間
よ
り
漏
り
来
る
月
。
荒
う
は
あ
ら
ぬ
風
の
音
。

枕
草
子

一
本
二
六
段

15
し
ぐ
れ
の
み
降
る
山
里
の
木
の
下
は
居
る
人
か
ら
や
も
り
す

ぎ
ぬ
ら
む

大
和
物
語

三
二
段

16
中
納
言
殿
よ
り

夏
衣
薄
く
は
い
つ
も
見
ゆ
れ
ど
も
涙
漏
り
そ
ふ
こ
ろ
に

も
あ
る
か
な

め
づ
ら
し
げ
な
き
御
心
を
、
あ
や
し
く
な
ど
聞
え
給
ヘ
り
。

宇
津
保
物
語

藤
原
の
君

17
六
月
ば
か
り
か
け
て
、
雨
い
た
う
降
り
た
る
に
、
た
れ
も
降

り
こ
め
ら
れ
た
る
な
る
べ
し
。
こ
な
た

(

作
者
の
居
る
所)

に
は
、
あ
や
し
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
漏
り
濡
る
る
さ
は
ぎ
を

す
る
に
、

蜻
蛉
日
記

上

18
男
、
縁
に
の
ぼ
り
て
居
ぬ
。｢

な
ど
か
物
の
た
ま
は
ぬ
。
雨

の
わ
り
な
く
侍
り
つ
れ
ば
、
や
む
ま
で
は
か
く
て
な
む｣

と

い
へ
ば
、｢

大
路
よ
り
は
も
り
ま
さ
り
て
な
む
、
こ
こ
は
中
々｣

と
い
ら
へ
け
り
。

大
和
物
語

一
七
三
段

ま
た

『
源
氏
物
語』

の

｢

漏
る｣

に
は

｢

内
容｣

｢

気
持
ち｣

を
主
語
と
す
る
新
し
い
用
法
が
出
現
し
た
。
そ
の
こ
と
が

｢

漏

る｣

と

｢

聞
く｣

｢
聞
こ
ゆ｣

と
を
結
び
付
け
、｢

漏
り
聞
く｣
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御覧じも漏らす 紫式部１



｢

漏
り
聞
こ
ゆ｣

を
形
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。｢

漏
り
出
づ｣

も
多
く
の
資
料
で
用
例
が
確
認
で
き
る
。

｢
漏
り
出
づ｣

は

｢

漏
る｣

の
多
用
な
用
法
を
反
映
し
、｢

内
緒

事｣
｢

気
持
ち｣

｢

浮
き
名｣

｢

袖
口｣

｢

涙｣
｢

月
影｣

な
ど
を

主
語
と
す
る
用
例
が
確
認
で
き
る
。
他
に

｢

漏
り
見
る｣

は

｢

人
の
姿｣

、｢
漏
り
入
る｣

は

｢

月
影｣

、｢

漏
り
患
ふ｣

は

｢

雨｣

を
主
語
と
す
る
。｢

漏
れ
出
づ｣

｢

漏
れ
聞
こ
ゆ｣

は

｢

漏
り
出
づ｣

｢

漏
り
聞
こ
ゆ｣

の
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。

一
方
、｢

漏
ら
す｣
が
前
接
し
て
形
成
す
る
複
合
動
詞
は

｢

内
容｣

｢

気
持
ち｣

｢

涙｣
を
目
的
語
と
す
る
。
こ
れ
も

｢

漏

ら
す｣

の
用
法
を
反
映
し
て
い
る
。
中
で
も

｢

内
容｣

を
目
的

語
と
す
る

｢

漏
ら
し
〜｣

の
使
用
数
が
多
い
。
以
下
19
、
20
、

21
に
示
し
た

｢

漏
ら
し
奏
す｣

｢

漏
ら
し
聞
こ
し
召
す｣

は
そ

の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

｢

漏
ら
す｣
の
②
の
用
法
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、｢

言
ふ｣
｢

聞
く｣

の
尊
敬
語
と
結
び

付
い
た
例
で
あ
る
。｢

漏
ら
し
奏
す｣

と
異
な
り
、｢
漏
ら
し
聞

こ
し
召
す｣

は
二
つ
の
動
詞
の
主
語
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か

し

『

夜
の
寝
覚』

に
も

｢

漏
ら
し
聞
か
す｣

の
用
例
が
認
め
ら

れ
、
こ
の
こ
と
は

『

源
氏
物
語』

の

｢

漏
ら
し
聞
こ
し
召
す｣

が
一
ま
と
ま
り
の
表
現
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
他
に

｢

漏
ら
し
伝
ふ｣

も
同
じ
く

｢

内
容｣

を
目
的
語
と

す
る
。

19
又
う
へ

(

冷
泉
帝)

の
か
く
お
ぼ
し
め
し
悩
め
る
を
見
た
て

ま
つ
り
給
ふ
も
か
た
じ
け
な
き
に

｢

た
れ
、
か
か
る
事
を
も

ら
し
奏
し
け
む｣

と

(

源
氏
は)

あ
や
し
う
思
さ
る
。

源
氏
物
語

薄
雲

20

｢

そ
の
か
み
よ
り

｢

い
か
に
な
り
に
け
ん｣

と
尋
ね
思
う
給

へ
し
さ
ま
は
何
の
つ
い
で
に
か
侍
り
け
ん
う
れ
へ
に
堪
へ
ず

(

内
大
臣
が
源
氏
に)

も
ら
し
聞
し
召
さ
せ
し
心
ち
な
ん
し

侍
る
。

源
氏
物
語

行
幸

21

｢

聞
き
や
つ
け
給
は
ん｣

の
あ
ら
ま
し
ご
と
に
だ
に
よ
ろ
づ

も
わ
す
れ
て
お
ぼ
え
つ
る
に
日
を
だ
に
へ
ず
ま
づ
も
ら
し
聞

か
せ
給
つ
ら
ん
宮
の
御
心
の
か
く
思
し
か
ま
ふ
る
と
は
心
え

な
が
ら
な
を
め
づ
ら
か
に
憂
く
う
と
ま
し
き
に

夜
の
寝
覚

ま
た
以
下
に
示
し
た
22
は

｢

気
持
ち｣

、
23
、
24
は

｢

涙｣

を
目
的
語
と
す
る
例
で
あ
る
。
25
は
文
の
や
り
と
り
を
通
し
て

互
い
の
心
情
を
相
手
に
伝
え
て
い
る
と
い
う
例
で
、
後
接
す
る

｢

渡
る｣

は
意
味
が
抽
象
化
し
、
行
為
の
継
続
を
表
わ
し
て
い

る
。
26
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、｢

漏
ら
す｣

の
④
の
意
味
が

反
映
さ
れ
た
例
で
あ
る
。｢

か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
こ
と｣

と
は
源
氏
と
夕
顔
と
の
間
に
あ
っ
た
出
来
事
を
指
す
。
そ
れ
を

書
く
こ
と
は
せ
ず
に
と
ど
め
て
い
た
が
、
見
知
っ
て
い
る
人
も

源
氏
の
こ
と
を
ほ
め
て
ば
か
り
い
る
の
は
作
り
ご
と
の
よ
う
だ

と
思
う
人
も
お
あ
り
な
の
で
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

22
明
石
の
入
道
行
ひ
勤
め
た
る
さ
ま
い
み
じ
う
思
ひ
す
ま
し
た

る
を
、
た
だ
、
こ
の
む
す
め
一
人
を
も
て
わ
づ
ら
ひ
た
る
気

色
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
き
ま
で
時
々

(

源
氏
に)

も
ら
し
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憂
へ
き
こ
ゆ
。

源
氏
物
語

明
石

23
涙
を
漏
ら
し
お
と
し
て
も
、
い
と
、
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し

げ
に
紛
ら
は
し
隠
し
て
、｢

『

つ
ら
き
を
も
、
思
ひ
知
り
け

り』
と
、
見
え
ん
は
、
わ
り
な
く
苦
し
き
物｣

と
、
思
ひ
た

り
し
か
ば
、

源
氏
物
語

帚
木

24

大
方
は
身
を
や
投
げ
ま
し
見
る
か
ら
に
な
ぐ
さ
の
濱
も

袖
ぬ
ら
し
け
り

と
て
、
は
て
は
例
の
忍
び
難
げ
に
漏
ら
し
出
給
涙
の
け
し
き

を
、
又
か
き
尽
し
心
づ
き
な
う
思
し
な
ら
れ
て

狭
衣
物
語

25
か
く
の
み
心
の
か
ぎ
り
あ
ら
ね
ど
、
も
ら
し
わ
た
り
給
に
、

(

対
の
君
は)

心
弱
く
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
月
日
を
か
ぞ
へ

つ
つ
こ
の
御
あ
り
さ
ま
の
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
や
る
べ
き
か
た

な
く
わ
び
し
き
を

夜
の
寝
覚

26
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
は
あ
な
が
ち
に
か
く
ろ
へ
忍

び
給
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
み
な
漏
ら
し
と
ど
め
た
る
を
、

｢

な
ど
か
帝
の
御
子
な
ら
む
か
ら
に
見
ん
人
さ
へ
か
た
ほ
な

ら
ず
、
も
の
ほ
め
が
ち
な
る｣

と
つ
く
り
ご
と
め
き
て
と
り

な
す
人
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
な
む
。

源
氏
物
語

夕
顔

以
上
の
こ
と
か
ら
中
古
に
お
い
て
は

｢

漏
る｣

を
使
用
し
た

複
合
動
詞
形
成
の
ほ
う
が
一
般
的
で
、｢

漏
ら
す｣

を
使
用
し

た
複
合
動
詞
形
成
は
特
殊
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
は
本
来

｢

漏
ら
す｣

が

｢

漏
る｣

か
ら
派
生

し
た
も
の
で
あ
り
、
自
動
詞
に
よ
る
ナ
ル
型
表
現
を
好
む
日
本

語
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
言
語
的
背
景
も
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

｢

漏
ら
す｣

を
使
用
し
た
複
合
動
詞
形
成
は

『

源

氏
物
語』

と
そ
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
物
語
に
の
み
見
ら

れ
る
。
ま
た
用
法
面
で
も

『

源
氏
物
語』

以
降
多
用
さ
れ
た

｢

漏
ら
す｣

の
②
の
用
法
や
新
し
い
用
法
で
あ
る
③
④
の
用
法

を
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は

『

源
氏
物
語』

の
作
者

が

｢

漏
ら
す｣

を
用
い
た
表
現
を
模
索
す
る
中
で

｢

漏
ら
す｣

に
よ
る
複
合
動
詞
形
成
が
な
さ
れ
た
と
い
う
蓋
然
性
の
高
さ
を

窺
わ
せ
る
。

四

ま
と
め

本
論
で
は

『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
使
用
拡

大
、
中
古
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

に
よ
る
複
合
動
詞

形
成
に
お
け
る
傾
向
の
違
い
か
ら

『

源
氏
物
語』

の
作
者
が

｢

〜
漏
ら
す｣

を
生
み
出
し
た
蓋
然
性
を
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、
用
法
面
、
複
合
動
詞
形
成
の
面
か
ら

『

源
氏
物
語』

の
作

者
の
独
自
性
が
明
ら
か
に
な
り
、『

源
氏
物
語』

の
作
者
が

｢

〜
漏
ら
す｣

を
生
み
出
し
た
蓋
然
性
は
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

本
廣

(

二
〇
〇
八)

は

『

源
氏
物
語』

が

｢

も
の｣

形
容
詞
の

発
展
に
果
た
し
た
役
割
を
論
じ
て
い
る
。
本
論
で
見
た
よ
う
に

動
詞
の
用
法
の
拡
大
、
複
合
動
詞
形
成
に
お
い
て
も

『

源
氏
物

語』
の
果
た
し
た
役
割
が
窺
え
る
。
そ
の
解
明
を
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。
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注１
拙
論

(

二
〇
一
五
ａ
ｂ)

で
は

『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢
漏
ら
す｣

の
用
例
数
を

『

源
氏
物
語
大
成
索
引
篇』

中
央

公
論
社
、『

源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引

自
立
語
篇』

勉

誠
社
の
見
出
し
語
に
従
い
、
五
七
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

内
七
例
は

｢
漏
ら
す｣

に

｢

聞
こ
し
召
す｣

(

三
例)

、｢

う

れ
ふ｣

｢

伝
ふ｣

｢
と
ど
む｣

｢

落
と
す｣

(

各
一
例)

が
後
接

す
る
例
、
一
例
は
異
本
の
該
当
箇
所
に
異
な
る
語
句
が
見
ら

れ
る
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
こ
れ
ら
を

｢

漏
ら
す｣

の
例
か
ら
除
き
、
用
例
数
を
四
九
と
し
た
。｢

漏
ら
す｣

に

他
の
動
詞
が
後
接
す
る
例
は
複
合
動
詞
と
し
な
い
基
準
が
明

確
で
は
な
い
た
め
、
形
の
上
か
ら
す
べ
て
複
合
動
詞
と
す
る
。

同
様
に

｢

漏
る

(

四
段)｣

の
用
例
数
に
つ
い
て
も

｢

漏
る｣

に

｢

濡
る｣

が
後
接
す
る
例
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
用
例
数

を
一
二
へ
修
正
し
、｢

漏
り
濡
る｣

を
複
合
動
詞
と
す
る
。

２
拙
論

(

二
〇
一
五
ａ
ｂ)

。

３
中
古
語
で
は
複
合
動
詞
に
係
助
詞
が
介
入
す
る
こ
と
が
あ
る
。

｢

御
覧
じ
も
漏
ら
す｣

は

｢

御
覧
じ
漏
ら
す｣

に
係
助
詞

｢

も｣

が
介
入
し
た
例
と
考
え
る
。
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語
・
平
中
物
語
・
和
泉
式
部
日
記
・
落

窪
物
語
・
源
氏
物
語
・
枕
草
子
・
堤
中
納
言
物
語
・
浜
松
中

納
言
物
語
・
狭
衣
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
栄
花
物
語

(

以
上

『

日
本
古
典
文
学
大
系』)

土
佐
日
記
・
蜻
蛉
日
記
・
紫
式
部

日
記
・
更
級
日
記

(

以
上
岩
波

『

新
日
本
古
典
文
学
大
系』)

・
宇
津
保
物
語

(

室
城
秀
之
・
西
端
幸
雄
・
江
戸
英
雄
・
稲

員
直
子
・
志
甫
由
紀
恵
・
中
村
一
夫
共
編

『

う
つ
ほ
物
語
の

総
合
研
究
１

本
文
編』

勉
誠
出
版)

(

島
根
大
学
教
育
学
部
准
教
授)
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