
は
じ
め
に

日
本
語
に
は

｢

割
れ
る｣

(w
ar-eru

)
、｢
割
る｣

(w
ar-u

)

の
よ
う
に
語
根
を
同
じ
く
す
る
有
対
動
詞
が
存
在
す
る
。
有
対

動
詞
は
次
の
よ
う
な
用
法
上
の
対
応
関
係
を
有
し
、
自
動
詞
は

無
生
物
の
変
化
を
、
他
動
詞
は
生
物
が
対
象
に
働
き
か
け
、
そ

の
変
化
を
引
き
起
こ
す
行
為
を
表
わ
す
。

自
動
詞
：
花
瓶
が

割
れ
る
。

他
動
詞
：
太
郎
が

花
瓶
を

割
る
。

日
本
語
の
有
対
動
詞
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
り
、
寺
村

(

一

九
八
二)

で
は
現
代
日
本
語
の
有
対
動
詞
に
お
け
る
自
他
対
立

を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
日

本
語
に
お
い
て
は
動
詞
に
お
け
る
自
他
の
概
念
を
形
の
上
で
弁
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有
対
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

の
派
生
に
つ
い
て

百

留

康

晴

①husagar -u husag-u フサガル フサグ

②atar-u ate-ru アタル アテル

③ak-u ake-ru アク アケル

④mawar-u mawas-u マワル マワス

⑤taore-ru taos-u タオレル タオス

⑥same -ru samas-u サメル サマス

⑦iki -ru ikas ?u イキル イカス

⑧oti-ru otos-u オチル オトス

⑨mi-ru mise-ru ミル ミセル

⑩tob-u tobas-u トブ トバス

寺村 (1982)



別
し
よ
う
と
す
る
言
語
内
的
欲
求
が
強
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
自
他
の
相
違
に
よ
る
様
々
な
形
態
的
対
立
は
歴
史
的
に
形

成
さ
れ
た
も
の
で
共
時
的
、
通
時
的
両
方
の
視
点
か
ら
、
多
く

の
先
行
研
究
が
あ
る

１

。

日
本
語
は
歴
史
的
変
遷
の
過
程
で
語
を
増
加
さ
せ
て
き
た
。

中
で
も
形
態
的
な
自
他
対
立
を
基
盤
と
す
る
派
生
法
は
動
詞
の

造
語
法
に
お
い
て
有
力
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し

て
ナ
ロ
ッ
ク

(

二
〇
〇
七
ａ)

に
は

｢

日
本
語
の
語
彙
は
形
態

的
に
見
て
自
動
詞
を
ベ
ー
ス
と
し
た
他
動
化
型
の
類
型
を
最
も

顕
著
に
持
っ
て
い
る｣

と
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

｢

疲
れ
る｣

｢

し
お
れ
る｣

な
ど
の
無
対
自
動
詞
、｢

叩
く｣

｢

置

く｣

な
ど
の
無
対
他
動
詞
の
存
在
は
、
派
生
法
の
存
在
が
必
ず

し
も
個
々
の
動
詞
の
派
生
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
個
々
の
語
の
具
体
的
な
派
生

に
意
味
的
な
要
因
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

が
、
意
味
的
な
側
面
か
ら
の
分
析
は
管
見
の
限
り
あ
ま
り
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
背
景
と
し
、
本
論
で
は
古
語
に
お
け
る
有
対

動
詞

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

を
中
心
に
そ
の
用
例
数
の
推
移
、

用
法
の
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
で
自
動
詞
か
ら
他
動
詞
が
派
生

し
、
有
対
動
詞
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に

す
る
。
な
お
古
語
に
お
い
て
は
四
段
活
用
、
下
二
段
活
用
と
活

用
の
異
な
る
自
動
詞

｢

漏
る｣

と
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

と
が
自

他
対
立
を
成
し
て
い
る
。
本
文
中
で
は
こ
れ
ら
を

｢

漏
る

(

四)｣

｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏
ら
す｣

と
表
記
す
る
。

一
、
先
行
研
究

本
論
の
直
接
の
先
行
研
究
と
し
て
西
田

(

一
九
八
九)

(

一

九
九
〇)

が
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
整
理
し
て
お
く
。
西

田

(

一
九
八
九)

は
以
下
の

『

馬
内
侍
集』

八
二
・
八
三
番
歌

の

｢

漏
る｣

の
用
法
を
め
ぐ
っ
て

｢

贈
答
歌
の
解
釈
を
絡
ま
せ

つ
つ
、｢

漏
る｣

と
い
う
動
詞
の
用
法
の
展
開
に
つ
い
て
検
討

し
た｣

も
の
で
あ
る
。

左
大
将
、
兵
衛
佐
に
て
お
は
せ
し
と
き
、
う
づ
き
に
物
を

い
ひ
そ
め
た
ま
ひ
て

ほ
と
と
ぎ
す
こ
ゑ
を
ば
き
け
ど
花
の
え
に
ま
だ
ふ
み
な
れ

ぬ
物
を
こ
そ
お
も
へ

か
へ
し
か
し
は
木
の
わ
か
き
葉
に
さ
し
て

ほ
と
と
ぎ
す
し
の
ぶ
る
も
の
を
か
し
は
ぎ
の
も
り
て
も
声

の
き
こ
え
け
る
か
な

(

馬
内
侍
集

八
二
・
八
三
番)

西
田
に
よ
れ
ば
、
平
安
中
期
頃
ま
で
和
歌
に
お
け
る

｢

漏
る｣

の
例
は
大
部
分
が

｢

水｣

に
関
す
る
も
の
で
一
部

｢

光｣

が
漏

れ
て
く
る
の
を
表
わ
す
例
が
見
ら
れ
る
も
の
の

｢

音｣

が

｢

漏

る｣

と
す
る
確
実
な
例
は
見
ら
れ
な
い
。
仮
名
散
文
作
品
に
お

い
て
も

｢

水｣
｢

光｣

の
例
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、｢

音｣

の
例

は
見
ら
れ
な
い
。｢

音｣

に
関
す
る
例
は
時
代
が
下
っ
て
仮
名

散
文
で
は

『
栄
花
物
語』

に
一
例
見
出
せ
、
和
歌
で
は

『

千
載

和
歌
集』

の
頃
か
ら
見
ら
れ
る
。
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そ
の
よ
う
な
用
法
が

｢

漏
る｣

に
発
生
し
た
理
由
と
し
て
西

田
は
和
歌
の
方
か
ら
は
そ
の
場
面
に
お
い
て

｢

漏
る｣

が

｢

音｣
と
関
連
す
る
よ
う
な
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
ま
た
散

文
の
方
か
ら
は
話
や
秘
密
が
漏
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く

｢

漏

る｣

が
使
用
さ
れ
た
こ
と
、
散
文
で
は
和
歌
の
例
よ
り
も
時
期

的
に
早
く

｢
音｣
の

｢

漏
る｣

例
が

『

栄
花
物
語』

に
お
い
て

見
ら
れ
た
こ
と
が
和
歌
に
お
け
る

｢

漏
る｣

の
詠
ま
れ
方
の
広

が
り
を
も
招
来
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
西
田

(

一
九
九
〇)
は
平
安
朝
の
仮
名
散
文
に
お
け
る

｢

漏
る｣

の
用
法
展
開
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
要
点

を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

・｢

源
氏
物
語｣

以
前
に
は
使
用
例
自
体
が
少
な
く
、
そ
の
多

く
が
和
歌
の
例
で
あ
る
。

・
そ
の
例
が

｢

源
氏
物
語｣

以
降
増
加
し
、
そ
れ
も
長
編
の
物

語
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
傾
向
が
著
し
く
、
そ
れ
を
境
と
し

て
、
作
品
中
の
和
歌
で
の
例
が
減
少
す
る
。

・｢

源
氏
物
語｣

以
前
の
作
品
で
の

｢

漏
る｣

は
和
歌
の
発
想

を
引
き
継
ぐ
も
の
が
多
く
、｢

水｣

に
関
す
る
も
の

｢
月
の

光｣

が
漏
れ
る
と
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
抽
象
的
な

｢

秘
密
の
こ
と｣

の
類
を
対
象
と
す
る
の
は
、
意
図
的
に
対

象
を

｢

漏
ら
す｣

場
合
だ
け
に
限
定
さ
れ
、｢

宇
津
保
物
語｣

に
三
例
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

・｢

源
氏
物
語｣

で
は

｢

秘
密
の
話｣

｢

心
中｣

の
類
の
何
ら
か

の
事
態
を
表
す
例
が
中
心
で
あ
り
、｢

袖
口｣

｢

水｣
｢

月
の

光｣
｢

人
の
姿｣

な
ど
事
物
を
対
象
と
す
る
例
は
少
数
で
あ

る
。
ま
た
、｢

音｣

自
体
が

｢

漏
る｣

と
な
る
例
は
存
在
し

な
い
。

・
仮
名
文
学
に
お
け
る

｢

音｣

を

｢

漏
る｣

の
対
象
と
す
る
確

実
な
例
は

｢

栄
花
物
語｣

の
例
で
あ
る
。｢

音｣

に
つ
い
て

の

｢

漏
る｣

と
い
う
例
が
現
れ
た
の
は
、｢

秘
密
の
事
態｣

か
ら

｢

秘
密
の
会
話｣

さ
ら
に

｢

秘
密
の
手
紙｣

と
い
う
よ

う
な
漏
れ
て
は
困
る
も
の
と
い
う
一
連
の
流
れ
の
中
で
あ
る
。

二

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
派
生
関
係
と
意
味
関
係

『

岩
波
古
語
辞
典

補
訂
版』

に
は

｢

も
り｣

の
項
に

｢

モ

レ

(

漏)

の
古
形
。
包
ま
れ
隠
さ
れ
て
い
た
光
・
水
・
情
報
な

ど
が
、
思
わ
ぬ
す
き
間
な
ど
を
通
っ
て
し
ま
う
意
。
外
か
ら
内

へ
も
、
内
か
ら
外
へ
も
、
両
方
の
場
合
に
い
う｣

と
の
記
述
が

あ
る
。
ま
た

｢

も
ら
し｣

の
項
に
も

｢

モ
リ

(

漏)

の
他
動
詞

形｣

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
当
該
語
の
派

生
関
係
、
意
味
用
法
を
捉
え
る
上
で
適
切
か
つ
妥
当
な
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
記
述
を
念
頭
に
置
き
、
以

下
、
用
例
数
の
推
移
お
よ
び
用
法
の
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
で

当
該
語
の
自
他
対
立
に
お
け
る
、
派
生
関
係
と
意
味
関
係
を
明

ら
か
に
す
る
。

ま
ず
派
生
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
当
該
語
の
う
ち

｢

漏

る

(
四)｣
は
上
代
成
立
の

『

万
葉
集』

に
１
に
示
し
た
用
例

が
確
認
で
き
る
。
し
か
し

｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏
ら
す｣

は
上

代
に
は
用
例
が
確
認
で
き
ず
、
確
認
で
き
る
最
古
の
用
例
は
中
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古
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

｢

漏
る

(

四)
｣

か
ら

｢
漏
る

(

下
二)｣

｢

漏
ら
す｣

が
派
生
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。

１

天
飛
ぶ
や

雁
の
翼
の

覆
ひ
羽
の

い
づ
く
漏
り
て
か

霜
の
降
り
け
む

(

万
葉
集

二
二
三
八)

(

天
飛
也

雁
之
翹
乃

覆
羽
之

何
処
漏
香

霜
之
降

零
異
牟)

訳

(

空
を
飛
ぶ
雁
の
翼
の
覆
い
羽
の
ど
こ
か
ら
漏

れ
て
霜
が
降
っ
た
の
だ
ろ
う)

２

次
に
用
例
数
の
推
移
を
表
一
、
二
に
示
す
。
表
一
か
ら
中
古

に
お
け
る
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣
の
用
例
数
に
比
し
て
同
じ

く
自
動
詞

｢

漏
る

(

下
二)｣

の
用
例
数
が
非
常
に
少
な
い
こ

と
が
分
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

｢

漏
る

(

下
二)｣

が
中
古
に
お

い
て
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
新
し
い
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。

ま
た
表
二
か
ら
鎌
倉
時
代
以
降

｢

漏
る

(

下
二)｣
の
用
例

数
が
増
加
し
、｢

漏
る

(

四)｣

の
用
例
数
と
逆
転
す
る
こ
と
が

分
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
中
古
に
お
け
る
自
他
対
立
の
中
心
は

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
ら
す｣

に
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
、

そ
の
中
心
が

｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏
ら
す｣

へ
移
行
し
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に

｢

漏
る｣

の
主
語
、｢

漏
ら

す｣

の
目
的
語
を
分
析
し
、
用
法
の
面
か
ら
当
該
語
に
お
け
る

自
他
対
立
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

表
一

上
代
、
中
古
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
数

表
二

中
世
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
数

― 42 ―

漏る
(四)

漏る
(下二)

漏らす

万 葉 集 1

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 13 2 57

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 50 4 80

漏る
(四)

漏る
(下二)

漏らす

保 元 物 語 2 3

平 冶 物 語 4

平 家 物 語 4 12 11

発 心 集 2

海 道 記 1

宇 治 拾 遺 物 語 1 1 1

十 訓 抄 2

十六夜日記 1 1

とはずかたり 4 11 4

曽 我 物 語 1 7 9

太 平 記 9 7 12

義 経 記 1 2 3

計 23 44 49



表
三
、
四
に
中
古
、
中
世
に
お
け
る

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(
下
二)｣

の
主
語
、｢

漏
ら
す｣

の
目
的
語
を
示
し
た
。
表
か

ら

｢
漏
る

(

四)｣

の
主
語
は
中
古
に
お
い
て
は
２
の
例
に
代

表
さ
れ
る

｢

雨
・
水
・
涙｣

が
四
八
％
、｢

月
の
光｣

が
一
四

％
と
自
然
物
が
全
用
例
の
六
二
％
を
占
め
、
そ
の
他
は
３
に
示

し
た
自
分
の
内
に
抱
え
る

｢

内
容｣

が
一
二
％
、
４
に
示
し
た

｢

気
色｣

｢

気
配｣
が
二
〇
％
と
人
に
内
在
す
る
も
の
が
全
用
例

の
三
二
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

し
か
し
、
中
世
に
な
る
と

｢

雨
・
水
・
涙｣

が
四
六
％
、

｢

月
の
光｣

が
四
二
％
と
自
然
物
が
全
用
例
の
八
八
％
へ
と
増

加
し
、
逆
に

｢

内
容｣

｢

気
色｣

｢
気
配｣

な
ど
人
に
内
在
す
る

も
の
は
〇
％
へ
減
少
し
て
い
る
。

２

君
を
お
も
ふ
ひ
ま
な
き
宿
と
お
も
へ
ど
も
こ
よ
ひ
の
雨
は

も
ら
ぬ
間
ぞ
な
き

(

大
和
物
語

六
七
段)

３

忍
ぶ
と
す
れ
ど
、
う
ち
う
ち
の
、
こ
と
あ
や
ま
ち
も
、
世

に
漏
り
に
た
る
べ
し
。｢

と
か
く
ま
ぎ
ら
は
し
て
、
な
ほ
、

負
け
ぬ
べ
き
な
め
り｣

と
、
お
ぼ
し
な
り
ぬ
。

(

源
氏
物
語

藤
裏
葉)

４

萩
の
葉
に
露
吹
き
む
す
ぶ
秋
風
も
夕
ぞ
わ
き
て
身
に
は
し

み
け
る

と
、
か
き
て
も
、
添
へ
ま
ほ
し
く
、
思
せ
ど
、
さ
や
う
な
る
、

露
ば
か
り
の
気
色
に
て
も
、
漏
り
た
ら
ば
、
い
と
、
煩
は
し

げ
な
る
世
な
れ
ば
、

(

源
氏
物
語

蜻
蛉)
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漏る(四)
主語 ％ 漏る(下二)

主語 ％ 漏らす
目的語 ％

表
三

中
古
に
お
け
る

｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
主
語
・
目
的
語

雨 ・ 水 ・ 涙 24 48 2 50 3 3.8
月 の 光 7 14 0 0 0
内 容 6 12 0 52 65
気 色 ・ 気 配 10 20 0 20 25
浮 名 1 2 0 3 3.8

歌 1 2 0 1 1.3
文 0 0 0 1 1.3
声 1 2 0 0 0
人 0 0 2 50 0 0
計 50 100 4 100 80 100

漏る(四)
主語 ％ 漏る(下二)

主語 ％ 漏らす
目的語 ％

表
四

中
世
に
お
け
る｢

漏
る｣

｢

漏
ら
す｣

の
主
語
・
目
的
語

雨 ・ 水 ・ 涙 11 46 1 2.3 2 4
月 の 光 10 42 0 0 0 0
内 容 0 0 16 37 13 27
気 色 ・ 気 配 0 0 1 2.3 0 0
浮 名 1 4 3 7 0 0

人 2 8 19 44 30 61
物 0 0 3 9.4 4 8
計 24 100 43 100 49 100



一
方

｢

漏
る

(

下
二)｣

は
中
古
に
お
い
て
用
例
が
少
な
く

比
較
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
用
例
を
見
る
と
５
の
よ
う
な

｢
涙｣
を
主
語
と
す
る
用
例
が
二
例
、
６
の
よ
う
な

｢

人｣

を

主
語
と
す
る
用
例
が
二
例
で
そ
れ
ぞ
れ
全
用
例
の
五
〇
％
を
占

め
る
。
偶
然
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
が

｢

涙｣

を
主
語
と
す
る

用
例
は
二
例
と
も

『

宇
津
保
物
語』

に
、｢

人｣

を
主
語
と
す

る
用
例
は
二
例
と
も

『

源
氏
物
語』

に
、
と
現
れ
る
資
料
が
偏
っ

て
い
る
。
な
お
６
の
よ
う
な

｢

人｣

を
主
語
と
し
、｢

司
召
し

の
対
象｣

の
よ
う
な
抽
象
的
な
場
か
ら

｢

除
か
れ
る｣

と
す
る

用
法
は
鎌
倉
時
代
以
降
増
加
す
る
用
法
で
、
こ
の
用
例
は
そ
の

先
駆
け
的
な
例
と
言
え
る
。

５

夏
衣
け
ふ
た
つ
た
び
の
わ
び
し
き
は
お
し
む
な
み
だ
も
も

る
る
な
り
け
り

(

宇
津
保
物
語

吹
上

上)

６

(

頭
中
将
は)

か
の
四
君
を
も
、
な
ほ
、
か
れ
が
れ
に
う
ち

通
ひ
つ
つ
、
め
ざ
ま
し
う
も
て
な
さ
れ
た
れ
ば
、(
右
大
臣

家
で
は)

心
解
け
た
る
御
聟
の
中
に
も
、
い
れ
給
は
ず
、

｢

思
ひ
知
れ｣

と
に
や
、
こ
の
た
び
の
司
召
し
に
も
、
漏
れ

ぬ
れ
ど
、(

頭
中
将
は)

い
と
し
も
、
思
ひ
い
れ
ず
。

(

源
氏
物
語

賢
木)

そ
の
後
の
中
世
の
用
例
で
は

｢

雨
・
水
・
涙｣

な
ど
の
自
然

物
が
主
語
と
な
る
用
例
は
７
に
示
し
た
一
例
の
み
で
全
体
の
二

％
程
度
で
あ
り
、
８
に
示
し
た

｢

内
容｣

に
関
わ
る
用
例
は
全

用
例
の
三
七
％
、
９
に
示
し
た

｢

人｣
｢

物｣

を
主
語
と
し
、

そ
の
主
語
が
抽
象
的
な
場
か
ら
除
か
れ
る
と
す
る
新
し
い
タ
イ

プ
の
用
例
は
全
用
例
の
約
五
三
％
を
占
め
る
。

７

す
で
に
日
暮
れ
け
れ
ば
、
荒
れ
た
る
家
の
垣
ま
ば
ら
に
軒

傾
き
て
、
時
雨
も
月
も
さ
こ
そ
漏
る
ら
め
と
見
え
た
る
に
立

ち
寄
り
て

(

太
平
記)

８

若
し
此
事
洩
れ
ぬ
る
物
な
ら
ば
、
行
綱
ま
づ
う
し
な
は
れ

な
ん
ず
。
他
人
の
口
よ
り
洩
れ
ぬ
先
に
返
り
忠
し
て
命
い
か

う
ど
思
ふ
心
ぞ
つ
き
に
け
る
。

(

平
家
物
語)

９

何
と
し
て
も
、
命
は
大
切
の
事
な
れ
ば
、
今
度
こ
そ
も
れ

さ
せ
給
ふ
共
、
つ
ゐ
に
は
な
ど
か
赦
免
な
う
て
候
べ
き｣

と
、

(

藤
原
成
経
は)

な
ぐ
さ
め
た
ま
へ
共
、(

俊
寛
は)

人
目
も

知
ら
ず
泣
き
も
だ
え
け
り
。

(

平
家
物
語)

中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
の

｢

漏
る

(

四)｣

に
お
け
る
用

法
の
変
化
を
ま
と
め
る
と

｢

雨
・
水
・
涙｣

｢

月
の
光｣

な
ど

自
然
物
が
主
語
と
な
る
用
法
の
増
加
、｢

内
容｣

｢

気
色
・
気
配｣

な
ど
人
に
内
在
す
る
物
が
主
語
と
な
る
用
法
の
減
少
と
な
る
。

ま
た
中
世
に
お
け
る

｢

漏
る

(

下
二)｣

の
用
法
で
は

｢

雨
・

水
・
涙｣

｢

月
の
光｣

な
ど
自
然
物
が
主
語
と
な
る
こ
と
は
少

な
く
、｢

内
容｣

や

｢

人｣
｢

物｣

が
主
語
と
な
る
こ
と
が
殆
ど

で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣
は
中
世
に
お
い
て
明
確
に
用
法
が
分
れ
て
い
る
こ
と

が
分
る
。
こ
の
こ
と
は
活
用
の
異
な
る
同
じ
自
動
詞
で
あ
る
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｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣

に
お
け
る
用
法
が
い
つ
し
か

分
化
し
、
そ
れ
が
完
成
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
中
古
に
お
け
る
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

の
目
的
語
に
は

10
の
よ
う
に
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣

の
用
法
に
対
応
し
た
、

｢

水｣

や

｢
雨｣

も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
比
喩
的
な
表
現

に
限
定
的
に
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
り
、
全
用
例
の
約
四
％
に
過

ぎ
な
い
。｢

漏
ら
す｣

の
目
的
語
の
大
部
分
は
11
に
示
し
た

｢

内
容｣

が
六
五
％
、
12
に
示
し
た

｢

気
色｣

｢

気
配｣

が
二
五

％
と
い
っ
た
人
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
、｢

そ
れ
を
外
に
出

す｣

と
い
う
用
例
が
全
用
例
の
九
〇
％
程
度
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
中
世
に
な
る
と

｢
内
容｣

を
目
的
語
と
す
る
用
例

は
全
用
例
の
二
七
％
へ
、
同
じ
く

｢
気
色｣
｢

気
配｣

を
目
的

語
と
す
る
用
例
は
〇
％
へ
と
減
少
し
、
代
わ
っ
て
13
に
示
し
た

｢

人｣

を
目
的
語
と
す
る
も
の
が
六
一
％
、
14
に
示
し
た

｢

物｣

を
目
的
語
と
す
る
用
例
が
八
％
と
増
加
す
る
。
こ
の
よ
う
な

｢

人｣
｢

物｣

を
目
的
語
と
し
、
そ
れ
ら
を
そ
の
場
か
ら
除
く
と

す
る
用
法
は
中
古
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
用
法
で
あ
り
、

そ
の
用
法
に
基
づ
く
用
例
は
中
世
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣
の
全

用
例
中
七
〇
％
近
く
を
占
め
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な

｢

漏
ら

す｣

の
用
法
は
用
例
９
に
代
表
さ
れ
る

｢

人｣
｢

物｣

を
主
語

と
す
る

｢

漏
る

(

下
二)｣

の
用
法
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

10

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)

11

｢

天
の
下
逆
さ
ま
に
な
る
と
も
、
か
か
る
こ
と
あ
ら
じ
と
思

へ
ど
も
、
か
け
て
も
、
心
魂
騒
ぎ
て
い
と
い
み
じ
け
れ
ば
な

む
、
え
確
か
に
も
え
定
め
ぬ
。
こ
の
こ
と
人
に
漏
ら
す
な｣

と
の
た
ま
ひ
て
、
許
さ
せ
た
ま
ひ
つ
。

(

宇
津
保
物
語

忠
こ
そ)

12

｢

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)

13

ば
ッ
と
を
し
よ
せ
て
、
酒
に
酔
ど
も
一
人
も
も
ら
さ
ず
卅

人
ば
か
り
か
ら
め
て
、
六
波
羅
へ
い
て
参
り
、
前
右
大
将
宗

盛
卿
の
を
は
し
け
る
坪
の
内
に
ぞ
ひ
っ
す
へ
た
る
。

(

平
家
物
語)

14

(

新
田
義
貞
の
遺
児
新
田
義
興
を
討
つ
た
め
竹
沢
右
京
亮
は

味
方
に
な
る
と
偽
り
、
献
上
品
を
持
ち
、
近
づ
い
て
い
く)

こ
れ

(

義
興)

の
み
な
ら
ず
越
後
よ
り
付
き
纏
ひ
奉
っ
て
、

こ
こ
か
し
こ
に
隠
れ
居
た
る
兵
ど
も
に
、
皆
一
献
を
進
め
、

馬
・
物
具
・
衣
裳
・
太
刀
・
刀
に
至
る
ま
で
用
々
に
従
っ
て

洩
ら
さ
ず
、
こ
れ
を
引
き
け
る
間

(

太
平
記)

以
上
の
こ
と
か
ら
中
世
で
は

｢

漏
る

(

四)
｣

の
用
法
が

｢

雨
・
水
・
涙｣

｢

月
の
光｣

を
主
語
と
す
る
表
現
に
限
定
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、｢

漏
る

(

下
二)｣

は

｢

雨
・
水
・
涙｣

を
主
語
と
す
る
用
法
を
殆
ど
持
た
な
い
こ
と
、｢

漏
る

(

四)｣

は
何
ら
か
の

｢
内
容｣

が
外
に
出
る
と
い
う
用
法
を
持
た
な
く
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な
り
、｢

漏
る

(

下
二)｣

が
主
に
担
う
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ

し
て
、
新
た
に

｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏
ら
す｣

が

｢

人｣
｢

物｣
を
主
語
、
目
的
語
と
し
、
そ
れ
が
抽
象
的
な
場
か
ら
除
か
れ
る
、

そ
れ
を
抽
象
的
な
場
か
ら
除
く
、
と
い
う
新
し
い
用
法
を
発
達

さ
せ
、
そ
の
使
用
割
合
の
傾
向
が
類
似
し
て
く
る
こ
と
、
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

｢

雨
・
水
・
涙｣

｢
月
の
光｣

を
主
語
と
す
る

｢

漏
る

(

四)｣

の
用
法
は
和
歌
表
現
を
下
敷
き
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
に

お
け
る

｢

漏
る

(

四)｣
の
用
法
が
そ
の
よ
う
な
用
法
に
限
定

さ
れ
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
の
は
中
世
に
お
け
る

｢

漏
る

(

四)｣

の
雅
語
化
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に

｢

漏
る

(

下
二)｣

は
そ
れ
ま
で

｢

漏
る

(

四)｣

が
担
っ
て
き
た

｢

内
容｣

を
主

語
と
す
る
用
法
、｢

人｣
｢

物｣

を
主
語
と
し
た

｢

抽
象
的
な
場

か
ら
除
か
れ
る｣

と
い
う
社
会
生
活
に
密
着
し
た
場
面
で
の
新

し
い
用
法
を
発
達
さ
せ
、
そ
の
用
法
は
他
動
詞

｢
漏
ら
す｣

の

用
法
と
も
対
応
関
係
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

当
該
語
内
に
お
け
る
自
他
対
立
の
中
心
は

｢

漏
る

(
四)｣
と

｢

漏
ら
す｣

か
ら

｢

漏
る

(

下
二)｣

と

｢

漏
ら
す｣

へ
と
移
行

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
古
に
お
い
て
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣

か
ら
他
動
詞

｢

漏

ら
す｣

が
派
生
し
て
い
た
も
の
の
、｢

漏
る

(

四)｣

は
自
然
物

の
変
化
、｢

漏
ら
す｣

は
人
の
主
体
的
動
作
を
表
す
こ
と
が
主

た
る
用
法
で
あ
り
、
用
法
上
の
対
応
は
完
全
で
は
な
か
っ
た
。

中
世
に
な
り
、｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣

が
用
法
を
分

化
さ
せ
た
こ
と
で
用
法
上
の

｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏
ら
す｣

の

自
他
対
応
が
完
成
し
た
と
見
ら
れ
る
。

三
、
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

の
派
生
の
背
景

前
節
で
は
有
対
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏

ら
す｣

に
つ
い
て
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)
｣

か
ら
、
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

、
自
動
詞

｢

漏
る

(

下
二)｣

が
派
生
し
た
蓋
然
性

が
高
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
時
間
の
経
過
と
と
も
に
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣

の
用
法
が
分
化
し
、
自
動
詞

｢

漏
る

(

下
二)｣

と
他
動
詞

｢

漏
ら
す｣

と
の
間
に
用
法
の
対

応
関
係
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら

か
に
し
た
。

中
古
、
中
世
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
に
は
表
わ
す
内

容
に
お
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
本
節
で

は
そ
の
偏
り
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
語
根
を
同

じ
く
す
る
自
動
詞
か
ら
他
動
詞
が
派
生
す
る
際
の
言
語
上
の
要

請
に
つ
い
て
一
般
化
を
試
み
た
い
。

中
古
、
中
世
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
を
分
析
し
た
結

果
、
打
消
推
量
・
打
消
意
志
を
表
わ
す
助
動
詞

｢

じ
・
ま
じ｣

、

禁
止
を
表
わ
す

｢

〜
な
・
な
〜
そ｣

と
共
起
す
る
例
が
多
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
用
例
は
中
古
の

用
例
で
は
約
三
九
％

(

八
〇
例
中
三
一
例)

、
中
世
の
用
例
で

は
約
四
九
％

(

四
九
例
中
二
四
例)

に
の
ぼ
る
。｢

じ
・
ま
じ｣

が
共
起
き
す
る
場
合
、
文
の
意
味
内
容
は

｢

話
し
手
が
自
身
の

行
為
の
実
現
に
関
す
る
否
定
的
な
意
志
を
表
明
す
る｣

も
の
や
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｢

話
し
手
が
他
者
の
行
為
の
実
現
を
否
定
的
に
推
量
す
る｣

も

の
と
な
る
。
ま
た

｢

じ
・
ま
じ｣

の
用
例
に
は

｢

話
し
手
が
相

手
の
行
為
の
非
実
現
を
強
く
求
め
る｣

と
い
う
禁
止
の
意
味
と

解
さ
れ
る
例
も
あ
り
、
禁
止
表
現
で
あ
る

｢

〜
な
・
な
〜
そ｣

を
含
む
文
と
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
連
続
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
現
象
は
中
古
、
中
世
に
お
け
る

｢

漏
ら

す｣

を
含
む
文
の
意
味
内
容
が
あ
る
特
定
の
捉
え
方
に
基
づ
い

て
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
以
下
具
体
的
に

中
古
の
例
を
示
し
考
察
し
て
い
く
。
15
は
里
に
下
っ
た
朧
月
夜

の
も
と
を
訪
ね
た
源
氏
を
父
親
で
あ
る
右
大
臣
が
見
つ
け
、
そ

の
こ
と
を
右
大
臣
が
弘
徽
殿
の
大
后
に
話
す
場
面
の
例
で
あ
る
。

右
大
臣
の
話
を
聞
い
た
弘
徽
殿
の
大
后
は
た
い
そ
う
立
腹
し
、

源
氏
の
こ
と
を
悪
く
言
い
始
め
た
た
め
、
右
大
臣
は
話
し
た
こ

と
を
後
悔
し
、
弘
徽
殿
の
大
后
に
自
分
の
話
し
た
内
容
を
口
外

し
な
い
こ
と
を
伝
え
、
口
止
め
す
る
。
こ
こ
で
は
自
分
自
身
の

｢

漏
ら
す｣

行
為
に
対
す
る
打
消
意
志
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
16
は
亡
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
た
浮
舟
が
実
は
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
周
囲
か
ら
聞
き
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
薫
が

明
石
中
宮
に
確
か
め
よ
う
と
す
る
場
面
の
例
で
あ
る
。
明
石
中

宮
は
と
て
も
慎
重
な
ご
性
格
な
の
で
、
気
安
い
世
間
話
で
も
人

が
内
密
に
話
し
た
こ
と
は
口
外
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
例
で
あ

る
。
こ
の
例
は
薫
に
よ
る
打
消
推
量
を
表
わ
し
て
い
る
。

15
と
、(

弘
徽
殿
の
大
后
が)

す
く
す
く
し
う
の
給
ひ
続
く
る

に
、(

右
大
臣
は)

さ
す
が
に
、(

源
氏
を)

い
と
ほ
し
う
、

｢
(

弘
徽
殿
の
大
后
に)

な
ど
き
こ
え
つ
る
こ
と
ぞ｣

と
思

さ
る
れ
ば
、｢

さ
ば
れ
、
し
ば
し
、
こ
の
事
、
も
ら
し
侍
ら

じ
。
内
裏
に
も
奏
せ
さ
せ
給
ふ
な
。

(

源
氏
物
語

賢
木)

16

(

明
石
中
宮
は)

｢

い
と
、
重
き
御
心
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず

し
も
、
う
ち
解
け
世
が
た
り
に
て
も
、
人
の
、
忍
び
て
啓
し

け
ん
事
を
、
漏
ら
さ
せ
給
は
じ｣

な
ど
、(

薫
は)

思
す
。

(

源
氏
物
語

手
習)

17
は
源
氏
が
髭
黒
大
将
に
玉
鬘
が
内
侍
と
し
て
出
仕
す
る
以

前
に
玉
鬘
と
逢
っ
て
い
た
こ
と
が
外
に
出
な
い
よ
う
に
い
さ
め

る
、
禁
止
の
意
向
を
示
す

｢

じ｣

を
伴
う
用
例
で
あ
る
。
18
は

女
三
宮
と
の
関
係
を
気
に
病
み
、
病
に
倒
れ
た
柏
木
が
見
舞
い

に
訪
れ
た
夕
霧
に
遺
言
す
る
場
面
の
用
例
で
あ
る
。
柏
木
は
こ

こ
で
自
分
が
話
し
た
内
容
は
外
に
出
さ
な
い
よ
う
に
頼
む
。
こ

の
用
例
も
同
じ
く
禁
止
の
意
向
を
示
す

｢

ま
じ｣

を
伴
う
用
例

で
あ
る
。

17

｢

内
裏
に
、(

玉
鬘
が
内
侍
と
し
て
出
仕
す
る
以
前
に
髭
黒

大
将
と
逢
っ
て
い
た
こ
と
を
冷
泉
帝
が)

き
こ
し
め
さ
む
こ

と
も
、
か
し
こ
し
。
し
ば
し
、
人
に
、
あ
ま
ね
く
漏
ら
さ
じ｣

と
、(

源
氏
は
髭
黒
大
将
に)

い
さ
め
聞
え
給
へ
ど
、
さ
し

も
、(
髭
黒
大
将
は)

え
つ
つ
み
あ
へ
給
は
ず
。

(

源
氏
物
語

真
木
柱)

18

こ
の
事
は
、
更
に
、
御
心
よ
り
ほ
か
に
、
漏
ら
い
給
ふ
ま
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じ
。｢

さ
る
べ
き
つ
い
で
侍
ら
ん
折
に
は
、(

源
氏
に)

御
用

意
く
は
へ
給
へ｣

と
て
、
き
こ
え
お
き
侍
る
に
な
ん
。

(

源
氏
物
語

柏
木)

19
は

｢
な｣

を
用
い
た
禁
止
の
用
例
で
そ
の
意
味
内
容
は
17
、

18
の
同
じ
く
禁
止
の
意
味
を
含
む

｢

じ
・
ま
じ｣

が
接
続
す
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
と
連
続
的
で
あ
る
。
19
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
し
て

行
っ
た
源
氏
の
返
答
の
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
す
る
。

19

｢

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)

こ
の
よ
う
な
15
〜
19
に
示
し
た
中
古
の
用
例
に
お
け
る
意
味

内
容
に
共
通
す
る
の
は

｢

漏
ら
す｣

と
い
う
行
為
を
書
き
手
、

話
し
手
が

｢

本
来
す
る
べ
き
で
は
な
い
行
為｣

｢

し
て
は
い
け

な
い
行
為｣

と
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。｢

漏
ら
す｣

が

｢

じ
・
ま
じ｣

、｢

〜
な
・
な
〜
そ｣

と
共
起
す
る
こ
と
が
多

い
背
景
に
は
当
時

｢

漏
ら
す｣

と
い
う
行
為
が

｢

本
来
す
る
べ

き
で
は
な
い
行
為｣

｢

し
て
は
い
け
な
い
行
為｣

と
捉
え
ら
れ
、

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
言
語
表
現
上
の
傾
向
が

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
に
も

｢

漏
ら
す｣

を

｢

本
来
す
る
べ
き
で
は
な
い
行

為｣
｢

し
て
は
い
け
な
い
行
為｣

と
見
な
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
例
は
散
見
さ
れ
る
。
20
は
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
が
、
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
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は

｢

ゆ
め
に
も｣

と
い
う
副
詞

が
共
起
し
、｢

漏
ら
す｣

こ
と
を
し
な
い
と
い
う
寝
覚
上
の
強

い
意
志
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

20

(

寝
覚
上
は
夫
で
あ
る
内
大
臣
を)

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
漏
ら
さ
ず
、｢

こ
は
、
あ
る
ま
じ
き
世
に
、
し
ば
し

め
ぐ
ら
ふ
ぞ
か
し｣

と
思
し
絶
え
て

(

夜
の
寝
覚

巻
五)

21
は
朱
雀
院
の
崩
御
の
後
、
心
細
く
お
感
じ
に
な
る
女
一
宮

を
夫
で
あ
る
右
大
臣
が
足
し
げ
く
尋
ね
る
こ
と
を
寝
覚
上
は
道

理
と
心
得
、
ど
ん
な
不
満
も
外
に
表
わ
す
こ
と
は
な
い
の
で
家

内
は
平
穏
で
あ
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
二
例
で
は
ど
れ
も

｢

漏
ら
す｣
こ
と
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
書
き
手
、
話
し
手

が
こ
の
場
面
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

と
い
う
行
為
を

｢

本
来
な
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さ
れ
な
い
行
為｣

｢

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
な
い
行
為｣

と
見
な

し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。

21

女
君

(

寝
覚
上)

も
さ
る
べ
き
こ
と
は
り
と
、
み
な
思
し

し
り
、
い
み
じ
か
ら
ん
こ
と
を
も
、
心
よ
り
ほ
か
に
も
ら
す

べ
く
、
は
た
も
の
し
給
は
ね
ば
、
い
と
な
だ
ら
か
也
。

(

夜
の
寝
覚

巻
五)

ま
た
、
動
詞

｢

漏
ら
す｣
に
は

｢

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
く

内
容
か
ら
除
く｣

こ
と
を
表
す
用
法
が
存
在
す
る
。
こ
の
用
法

は
作
者
の
言
葉
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
草
子
地
の
部
分
に
見
ら
れ
、

お
お
よ
そ
、
前
段
を
受
け
、
さ
ら
に
描
写
す
る
の
は
差
支
え
が

あ
る
の
で
、｢

漏
ら
し｣

た
と
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
が

特
徴
で
あ
る
。
22
は
藤
壺
女
御
が
桐
壺
院
崩
御
の
後
、
出
家
し
、

そ
の
折
の
源
氏
と
の
や
り
と
り
や
そ
の
後
の
源
氏
の
様
子
を
記

し
て
い
る
部
分
に
使
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
く
わ
し
く
言
い
続

け
る
と
大
げ
さ
に
な
る
た
め
に
そ
の
内
容
を
記
さ
ず
に
漏
ら
し

た
、
つ
ま
り
省
い
た
ら
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
23
は
狭
衣
の
大

将
が
盛
大
に
行
っ
た
若
宮
の
袴
着
の
様
子
を
描
写
し
た
部
分
の

後
に
続
く
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
夜
の
こ
と
を
書
き
続
け
た
い
の

だ
が
、
か
え
っ
て
相
応
し
く
な
い
の
で
省
略
し
た
と
す
る
例
で

あ
る
。

22

く
は
し
う
言
ひ
つ
ゞ
け
む
に
、
こ
と
ご
と
し
き
さ
ま
な
れ

ば
、
漏
ら
し
て
け
る
な
め
り
。
さ
る
は
、
か
や
う
の
折
こ
そ
、

を
か
し
き
歌
な
ど
、
出
で
来
る
や
う
も
あ
れ
。
さ
う
ざ
う
し

や

(

源
氏
物
語

賢
木)

23

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

な
れ
ば
、
も
ら
し
つ
。

(

狭
衣
物
語

巻
三)

22
の
例
で
は
、｢

漏
ら
し｣

た
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
こ
の

よ
う
な
折
こ
そ
趣
の
あ
る
歌
が
出
て
く
る
の
に
そ
れ
を
書
か
な

か
っ
た
の
は
物
足
り
な
い
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
23
の

例
で
は
そ
の
夜
の
こ
と
を
書
き
続
け
た
い
と
い
う
希
望
を
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
来
こ
こ
で

｢

漏
ら
す｣

こ
と
は
あ

ま
り
望
ま
し
く
な
い
と
す
る
書
き
手
の
捉
え
方
が
窺
え
る
。

以
上
中
古
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

の
用
例
を
分
析
し
た
結
果

か
ら

｢

漏
ら
す｣

が

｢

実
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
行

為｣

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
用
例
数
は

｢

じ
・
ま
じ｣

、｢

〜
な
・

な
〜
そ｣

と
共
起
す
る
例
も
含
め
、
中
古
に
お
い
て
は
六
〇
％

に
あ
た
る
八
〇
例
中
四
八
例
確
認
で
き
た
。
ま
た
中
世
の
用
例

で
も
六
一
％
に
あ
た
る
四
九
例
中
三
〇
例
に
つ
い
て

｢

漏
ら
す｣

が

｢

実
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
行
為｣

と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

通
常
動
詞
は
そ
の
行
為
や
変
化
を
表
わ
す
こ
と
に
主
眼
が
あ

り
、
動
詞
の
意
味
内
容
自
体
は
話
し
手
か
ら
見
た

｢

期
待｣

｢

好
ま
し
さ｣

な
ど
の
主
観
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

中
古
、
中
世
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

が
打
消
推
量
、
打
消
意
志
、

禁
止
と
い
う
特
定
の
用
法
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
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特
異
で
あ
り
、
自
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣

に

は
こ
の
よ
う
な
使
用
上
の
偏
り
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る

と
、
明
ら
か
に

｢

漏
ら
す｣

は
用
法
上
、
特
定
の
マ
イ
ナ
ス
の

色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る

３

。

日
本
語
に
お
い
て
自
動
詞
か
ら
他
動
詞
が
派
生
す
る
と
い
う

現
象
は
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
語
が
新
た
に
必
要
と
さ
れ
、

生
み
出
さ
れ
、
他
動
詞
文
が
形
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
は
新
た
に
主
語
と
し
て
の

｢

人｣

が
文
の
成
分
に
加
え
ら
れ
、
既
存
の
自
動
詞
の
主
語
は

｢

人｣

に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
、
変
化
を
引
き
起
こ
さ
れ
る
目
的
語

と
捉
え
直
さ
れ
る
。

｢

漏
ら
す｣

に
お
け
る
用
法
上
の
偏
り
か
ら
見
え
て
き
た
の

は
、
本
来
自
然
物
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
た
も
の
を
人
為
的

に
引
き
起
こ
す
行
為
と
捉
え
直
す
際
の
無
理
と
呼
ぶ
べ
き
も
の

で
あ
る
。｢

漏
ら
す｣

の
基
に
な
っ
た

｢

漏
る

(
四)｣

は
そ
も

そ
も

｢

雨｣
｢

月
の
光｣

と
い
っ
た
自
然
物
の
変
化
を
表
す
自

動
詞
で
あ
っ
た
。
し
か
し

｢

雨｣
｢

月
の
光｣

を
人
為
的
に

｢

漏
れ
る
よ
う
に
す
る｣

こ
と
は
通
常
行
え
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
表
現
す
る
の
は
内
容
上
い
さ
さ
か
の

無
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
前
述
し
た
よ
う
に

｢

漏
ら
す｣

の
用
法

で
は
そ
の
目
的
語
が

｢

気
色｣

｢

け
は
ひ｣

｢

内
容｣

な
ど
の
人

に
属
す
る
も
の
に
転
換
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
を
人
為
的
に

｢

漏
れ
る
よ
う
に

す
る｣

こ
と
は
本
質
的
に
無
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
中

古
、
中
世
に
お
い
て
そ
の
行
為
が
話
し
手
、
書
き
手
か
ら
否
定

的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
肯
定
的
に
終
止
形
で
述
べ
る
よ
り

も
打
消
推
量
、
打
消
意
志
、
禁
止
な
ど
の
用
法
に
偏
っ
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
明
ら
か
に
し
た
中
古
・
中
世
に
お
け
る

｢

漏
ら
す｣

が

用
法
上
、
特
定
の
マ
イ
ナ
ス
の
色
彩
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
捉

え
直
す
と
、｢

日
本
語
に
お
い
て
他
動
詞
が
派
生
す
る
際
、
表

す
行
為
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る｣

と
い
う
仮
説
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論

は

｢

カ
ス
型
動
詞｣

の
派
生
を
考
察
し
た
青
木

(

一
九
九
七)

(

一
九
九
八)

に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
青
木
は

｢

カ
ス

型
動
詞｣

に
限
定
し
て
論
を
進
め
、
自
動
詞
か
ら
の
他
動
詞
派

生
に
論
を
広
げ
て
は
い
な
い
。
本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を

｢

カ
ス
型
動
詞｣

に
限
ら
ず
、
既
存
の
自
動
詞
、
他
動
詞
か
ら

他
動
詞
が
生
み
出
さ
れ
る
際
に
広
く
起
こ
り
う
る
現
象
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

四
、
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

本
論
で
は
有
対
動
詞

｢

漏
る

(

四)｣
｢

漏
る

(

下
二)｣

｢

漏

ら
す｣

に
お
け
る
中
古
か
ら
中
世
ま
で
の
用
法
を
分
析
す
る
こ

と
で
派
生
の
過
程
や
自
他
対
立
の
推
移
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま

た
古
語

｢

漏
ら
す｣

に
対
し
て

｢

好
ま
し
く
な
い
行
為｣

で
あ

る
と
い
う
話
し
手
、
書
き
手
の
否
定
的
な
捉
え
方
が
現
れ
た
用

例
が
六
〇
％
程
度
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら

の
こ
と
や
先
行
研
究
を
踏
ま
え
筆
者
は
、
日
本
語
に
お
い
て
他
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動
詞
が
新
た
に
派
生
す
る
過
程
に
お
い
て
、
多
く
の
有
対
他
動

詞
に
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
色
調
が
与
え
ら
れ
た
と
の
見
通

し
を
持
っ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
原
初
的
段
階
で
の
古
代
日
本
語
動
詞
の
派

生
法
に
お
い
て
自
動
詞
を
ベ
ー
ス
と
し
た
接
辞
添
加
に
よ
る
他

動
詞
の
派
生
は
有
力
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
個
々
の
動
詞
の

派
生
に
は
意
味
的
要
因
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

古
代
日
本
語
動
詞
の
派
生
を
意
味
的
側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
は

日
本
語
の
歴
史
的
変
遷
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
古
代
に
お
い
て
新
た
に
自
動
詞
か
ら
派
生

し
た
他
動
詞
に
こ
の
よ
う
な
現
象
が
ど
の
程
度
見
ら
れ
る
の
か

検
証
し
て
い
く
こ
と
を
当
面
の
課
題
に
し
た
い
。

注１
代
表
的
な
も
の
と
し
て
望
月

(

一
九
四
四)
、
西
尾

(

一
九

五
四)

、
大
鹿

(

一
九
九
〇)

、
奥
津

(

一
九
六
七)
・
釘
貫

(

一
九
九
〇)

、
ナ
ロ
ッ
ク

(

二
〇
〇
七
ａ
ｂ)

な
ど
が
あ
る
。

２
訳
は
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
・
訳

『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

萬
葉
集』

小
学
館
に
よ
る
。

３
同
様
の
指
摘
は

｢

あ
ら
は
す｣

｢

お
く
ら
す｣

に
対
す
る

｢

あ
ら
は
か
す｣

｢

お
く
ら
か
す｣

な
ど

｢

か
す｣

と
い
う
語

尾
を
持
つ
他
動
詞
を

｢

か
す
型｣

と
し
、
こ
れ
ら
の
動
詞
の

表
現
価
値
を
考
察
し
た
松
本

(

一
九
七
七)

に
も
見
ら
れ
る
。

松
本
は

｢

か
す
型｣

の
動
詞
に
は
中
古
に
お
い
て

｢

動
作
に

対
す
る
マ
イ
ナ
ス
方
向
で
の
評
価｣

が
含
ま
れ
て
い
る
と
し

て
い
る
。
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