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「
聞
こ
ゆ
」
に
後
接
す
る
過
去
の
助
動
詞

―
―
覚

一
本

『
平
家
物
語
』
の
場
合
―
―

覚

一
本

『平
家
物
語
』

（以
下

『覚
一
本
』
と
略
称
）
中
の

「聞
こ
ゆ
」
に

後
接
す
る
過
去
の
助
動
詞

「き
」
と

「け
り
」
の
分
布
か
ら
、
本
稿
は
、

『覚

一
本
』
編
集
の
一
端
と

『覚
一
本
』
の
語
り
の
時
間
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
、

『覚

一
本
』
中
で
の
、

「聞
こ
ゆ
」
の
意
味
を
確
認
し

誼「へ。「き「瑚は「け̈
疇嘲『誡】”編欺れ″リリ‐！燿鶴辱雌訂鵡評浦働

い
る
。
そ
の
う
ち
、
意
味
に
つ
い
て
は
、

①
音
声
が
耳
に
入
る
。
…
…
一
六
例

②
世
に
知
ら
れ
る
。
暉
さ
れ
る
。
…
…
二
三
一
例

③
聞
い
て
、
こ
れ
こ
れ
だ
と
受
け
取
ら
れ
る
。
…
…
五
例

と
分
類
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
、

『平
家
物
語
』
の
中
に
は
、

謙
譲
語
と
し
て
の

「聞
こ
ゆ
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
が
な
さ
れ
、
次
に
、

賢

章

①
か
ら
③
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
用
例
を
示
し
て
、
意
味
分
類
で
き
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
細
か
な
分
類
は
そ
れ
な
り
に
意
味
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
の
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
本
稿
で
は
あ
え
て
、
そ
う
し
た
詳
し

い
意
味
分
類
を
と
ら
ず
、
む
し
ろ
、
①
か
ら
③
に
共
通
す
る
要
素
を
捉
え
て
、

意
味
用
法
と
考
え
て
み
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
①
か
ら
③
ま
で
、
い
ず
れ

の
場
合
に
し
て
も
、

「聞
こ
ゆ
」
は
、

「耳
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
り
、

「聞
く
」
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、

「耳
に
す
る
」
内
容

が
自
己
の
意
識
に
関
わ
ら
ず
、
耳
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
結
論
的
に
は
、

本
稿
で
は
、　
Ｃ
量

本
』
に
お
い
て
は
、

「聞
こ
ゆ
」
が

「事
態
、
あ
る
い
は
、

事
件
が
、
誰
か
の
耳
に
入
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
て
論
を
先
に
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
『保
元
物
語
』

『平
治
物
語
』
の

「聞
こ
ゆ
」
の
用
例

『に薫な計「
『し嘲誅”講「に、「聞『硝ゆ一躊̈
臓鰤れ舞商拗『に属する　９７

|ま

じ

め

に

/Jヽ



『保
元
物
語
』
で
は
四
一
例
が
確
認
で
き
、

『
平
治
物
語
』
で
は
一
六
例
が

確
認
で
き
る
。

『覚

一
本
」
と
こ
の

『保
元
物
語
』

『平
治
物
語
』
と
で
は
そ

の
分
量
的
な
問
題
も
あ
る
の
で
単
純
な
比
較
は
、
難
し
い
が
、

『平
治
物
語
』

の
方
で
や
や
用
例
数
が
少
く
、

『保
元
物
語
』
の
方
は
用
例
数
そ
の
も
の
で
は
、

『覚

一
本
』
に
比
し
て
、
さ
し
て
遜
色
な
い
と
言
え
よ
う
。

次
に

『保
元
物
語
』

『
平
治
物
語
』
の

「聞
こ
ゆ
」
の
連
用
形
だ
け
を
取
り

出
し
、
そ
れ
に
後
接
す
る
過
去
の
助
動
詞
を
見
て
み
る
。
問
題
を
簡
単
に
す
る

為
に
、

「聞
こ
え
た
り
け
れ
」
の
よ
う
に
、
過
去
の
助
動
詞
が
直
接
付
か
な
い

仰悧衆ぼれは”陽制」デる「『」残れ計」
「聞」「
「け向け「嗅滞肛内雌

問
題
と
し
な
い
。

『保
元
物
語
』
の
場
合

　
「
し
」
―
十
九
例

　
「け
り
」
―
十
四
例

『
平
治
物
語
』
の
場
合
　
「
し
」
―
二
例
　
　
「け
り
」
―
五
例

『平
治
物
語
』
方
は
用
例
数
も
少
な
く
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な

い
が
、

『保
元
物
語
』
の
方
か
ら
考
え
る
と
、

「聞
こ
ゆ
」
と
言
う
動
詞
に
は
必
ず
し

も
、
過
去
の
助
動
詞
と
し
て

「
し
」
ま
た
は

「
け
り
」
の
ど
ち
ら
か
を
要
求
す

る
こ
と
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
過
去
の
助
動
詞
と
し
て
は
、

「
し
」
と

「
け

り
」
が
、
場
合
場
合
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
記
物

語
と
い
う
分
野
で
も
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〓
一

『覚

一
本
』
の

「聞
こ
ゆ
」
に
直
接
後
接
す
る

過
去
の
助
動
詞

こ
こ
で
も
、
問
題
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、

『保
元
物
語
』

『平
治
物
語
』

の
調
査
で
も
行

っ
た
よ
う
に
、
『
覚

一
本
』
中
の

「聞
こ
ゆ
」
に
直
接
後
接
す

る
過
去
の
助
動
詞
を
考
え
る
。
つ
ま
り
、

「聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
」
や

「聞
こ

」縣わ疇」
「と時こっ嗽一蠅誨脚画商鰤か嘲〓金」随議秘輸一行い蒔錫

髯
木
頴
』７
縫
磋

糞

端
に竃

「覚

一
本
」
中
の

「聞
こ
ゆ
」
に
直
接
後
接
す
る
過
去
の
助
動
詞
キ
と

ケ
リ
の
比
率
。

巻
数

ケ

リ キ

一

一
一

一一一

四

五

一ハ

七

八

九

十

一
一
士
一
断

0

3

0

1

1

6

2

1

4

1

1

1

2

15

12

20

13

9

17

12

15

25

10

9

11

2

合計 172

総
数

一
九
五
例
の
う
ち
約
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
、

「き
」
の
接
続
で
あ
り
、

圧
倒
的
に

「き
」
の
接
続
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

『覚

一
本
』

に
お
け
る

「き
」
と

「
け
り
」
の
出
現
比
率
を
見
て
み
る
と
、
概
ね
、

「き
」

が
１
に
た
い
し
て
、

「
け
り
」
が
３
の
比
率
で
あ
る
こ
と
は
索
引
の
当
該
箇
所

を
見
れ
ば
確
認
で
き
る
か
ら
、

「
聞
こ
ゆ
」
に
直
接
後
接
す
る
過
去
の
助
動
詞

と
し
て
は
、

「け
り
」
に
比
べ
て
、

「き
」
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

『保
元
物
語
』

『平
治
物
語
』

と
い
っ
た
他
の
軍
記
物
語
と
比
べ
て
も
そ
の
出
現
の
数
値
は
意
外
な
数
値
と
言

え
よ
う
。

つ
ま
り
、

『覚

一
本
』
に
お
い
て

「聞
こ
ゆ
」
の
後
に
過
去
の
助
動
詞
が
付



く
時
、
圧
倒
的
に

「き
」
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
、

『覚

一
本
』
の
一

特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

四
　

『覚

一
本
』
中
で
の

「聞
こ
ゆ
」
の
用
法

次
に
、
過
去
の
助
動
詞
が
直
接
つ
く

「聞
こ
ゆ
」
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て

い
る
か
を
み
て
お
く
。

①
平
家
か
様
に
繁
盛
せ
ら
れ
け
る
も
、
熊
野
権
現
の
御
利
生
と
ぞ
き
こ
え
し
。

〔上
八
九
〕

・
②
さ
れ
ば
此
大
将
を
ば
、
君
も
臣
も
御
感
あ
り
け
る
と
ぞ
き
こ
え
し
。

．
　

　

．
・

．　
　
′　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔上

一
二
〇
〕

①
は
事
件
の
前
提
と
し
て
語
ら
れ
、
②
は
事
件
の
結
果
に
対
し
、
語
ら
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
件
の
経
過
の
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
単
に
、

③

「
入
道
相
国
の
心
に
天
魔
入
か
は
っ
て
、
腹
を
す
へ
か
ね
給

へ
り
」
と
聞

え
し
か
ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔上
二
五
九
〕

の
よ
り
に
、
話
を
聞
い
た
と
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
共
通

な
こ
と
は
、

０

「
ま
こ
と
や
、
こ
れ
に
は
備
前
の
こ
じ
ま
に
と
問
え
し
が
、

（
中
略
）
御

を
と
づ
れ
を
も
き
か
ば
や
」
と
こ
そ
の
給
ひ
け
れ
。
　

　

〔上

一
八
七
〕

⑤

「
西
王
母
と
き
こ
え
し
人
、

（
中
略
）
う
き
世
を
い
と
ひ
、
ま
こ
と
の
道

に
入
な
ん
」
と
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔下
三
六
八
〕

の
二
例
を
除
く
と
、
全
て
地
の
文
の
中
で
の
用
例
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
き
に
、
本
稿
の
中
で
、

『覚

一
本
』
で
の

「聞
こ
ゆ
」
の
意
味
は
、

「事
態
、

あ
る
い
は
、ヽ
事
件
が
、
誰
か
の
耳
に
入
っ
て
く
る
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

と
す
れ
ば
、
０
０
の
二
例
を
除
き
、
過
去
の
助
動
詞

「き
」
が

「聞
こ
ゆ
」
に

直
接
付
く
場
合
の

「聞
こ
ゆ
」
の
主
語
は
、
作
者
と
な
る
。
過
去
の
助
動
詞
が

「聞
こ
ゆ
」
に
直
接
付
く
と
そ
こ
に
作
者
が
顔
を
出
す
と
言

っ
て
も
よ
い
。
こ

の
ば
あ
い
に
お
い
て
は
、

「事
態
、
あ
る
い
は
、
事
件
が
、
誰
か
の
耳
に
入
て

く
る
」
と
い
う
の
を
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、

「事
態
、
あ
る
い
は
、
事
件
が
、

作
者
の
耳
に
入
っ
て
く
る
」
と
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

『
平
家

物
語
』
は
語
り
と
い
う
形
で
享
受
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
平
家
の

語
り
の
場
で
は
、
こ
の

一‐作
者
」
を

「平
家
を
語
る
盲
僧
」
と
言
い
換
え
て
も

よ
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
、
過
去
回
想
の
助
動
詞
で
は
な
く
、

直
接
過
去
の
助
動
詞

「き
」
が
選
択
の
中
で
、
判
断
さ
れ
使
用
さ
れ
る
こ
と
を

合
わ
せ
考
え
る
と
、

「聞
こ
え
し
」
を
訳
す
の
に
、

「噂
が
立

っ
た
」
と
い
う

一
般
論
的
表
現
で
は
な
く
、

「そ
う
い
う
噂
を
私

（盲
僧
）
は
聞
き
ま
し
た
」

と
言

っ
た
、
盲
僧
個
人
に
関
わ
る
訳
の
方
が
、
よ
り
的
確
だ
と
い
う
こ
と
が
で

ヨヽヽ
スυ。

五
　
『覚

一
本
』
の
語
り
の
時
間

こ
こ
ま
で
、

『覚
一
本
』
に
お
い
て
、

「聞
こ
ゆ
」
に
後
接
す
る
過
去
の
助

動
詞
は

「き
」
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
場
合

「聞
こ
ゆ
」
の

主
語
は
、
平
家
を
語
る
盲
僧
自
身
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

前
節
で
、

「そ
う
い
う
噂
を
私

（盲
僧
）
は
聞
き
ま
し
た
」
と
言
っ
た
訳
の

方
が
、

『覚
一
本
』
に
お
い
て
は
、
適
当
で
あ
る
と
し
た
。

『平
家
物
語
』
を

語
る
盲
僧
は
自
ら
の
直
接
体
験
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

「聞
こ
ゆ
」

（厳
密
に
は
、
過
去
の
助
動
詞
と
し
て

「き
」
が
直

接
付
く
場
合
）
の
使
用
さ
れ
て
い
る
部
分
ば
か
り
で
な
く
、
用
例
０
で
み
た
よ

う
な
会
話
部
分
は
も
ち
ろ
ん
、
用
例
①
や
②
で
み
た
、

「聞
こ
ゆ
」
を
含
む
文



以
外
の
と
こ
ろ
、
語
り
の
大
部
分
も
直
接
過
去
と
し
て
、
語

っ
て
い
る
と
し
て

よ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
も
う

一
度
、
用
例
を
見
て
み
る
。
巻
七

「還
亡
」
の
話
は
、

『平
家

物
語
』
の
時
代
を
遠
く
去
る
天
平
時
代
の
話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
進
行
の
中
で
、

上
巻
八
三
頁
、
３
・
５
ｏ
７
の
各
行
で
、

「
聞
え
し
」
と
三
度
繰
り
返
し
て
、

「聞
こ
ゆ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

『平
家
物
語
』
の
成
立
当
初
に
お
い
て
は
、

源
平
の
争
乱
を
直
接
見
聞
し
た
老
盲
僧
が
お
り
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
で
き
た

か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
、
そ
の
成
立
当
初
に
お
い
て
も

（
そ
の
後
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
）
、
天
平
時
代
を
生
き
た
人
は
存
在
す
る
わ
け
が
な
い
。
そ
れ
を
直
接

過
去
で
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

『大
鏡
』
な
ど
鏡
物
の
た
い
そ
う

長
生
き
し
た
老
人
が
歴
史
を
か
た
る
伝
統
を
思
い
起
こ
す
の
は
、
不
当
の
こ
と

と
は
思
わ
れ
な
い
。

『
平
家
物
語
』
が
、
源
平
の
争
乱
か
ら
大
き
く
隔
た
っ
て

か
ら
も
、
現
に
、
こ
の

『覚

一
本
』
の
成
立
ご
ろ
に
、
源
平
の
争
乱
を
直
接
見

聞
し
た
人
は
存
在
す
る
わ
け
も
な
い
が
、

『
平
家
物
語
』
の
語
り
は
直
接
体
験

し
た
過
去
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
時
間
は
こ
ん
に
ち

の
歴
史
を
語
る
時
間
と
は
全
く
別
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

一ハ
　

「
け
り
」
が
後
接
す
る

「聞
こ
ゆ
」
の
性
格

そ
れ
で
は
、

「
け
り
」
の
付
け
ら
れ
た

「
聞
こ
ゆ
」
の
性
格
を
見
て
お
く
、

０

「あ
は
れ
、
こ
れ
は
日
来
の
あ
ら
ま
し
事

の
も
れ
き
こ
え
け
る
こ
そ
。

（以
下
略
Ｙ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔上

一
五
六
〕

は
、
会
話
文
中
の
用
例
で
あ
る
。
会
話
の
中
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
主
語
が
盲
僧

で
あ
る
わ
け
は
な
く
、
先
に
述
べ
て
き
た
、

「き
」
使
用
の
原
則
は
適
用
さ
れ

な
い
。

次
に
、

０
亀
山
の
あ
た
り
ち
か
く
、
松
の
一
む
ら
あ
る
方
に
、
か
す
か
に
琴
ぞ
き
こ

え
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔上
三
九
七
〕

こ
れ
は
ヽ
有
名
な

「小
督
」
の
一
説
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
小
督
を
訪
ね
る

仲
国
が
そ
の
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
る
話
で
あ
り
、
キ
ヨ
エ
の
主
語
は
仲
国
と

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
其
の
主
語
は
、
語
り
手
で
は
な
い
こ
と
が
指

摘
¨
識
』
一

少
し
視
点
を
変
え
て
、
屋
代
本
ど
の
対
応
を
調
べ
て
み
る
。

『覚

一
本
』
の

③
山
門
に
又
剤
刻
引
引
は
、
平
家
山
せ
め
ん
と
て
、
数
百
騎
の
勢
を
卒
し
て

登
山
す
と
聞
え
し
か
ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔上
四
二
九
〕

０
山
も
河
も
た
ヽ
一
度
に
く
づ
る
ヽ
と
こ
そ
聞
え
け
れ
。
　

　

〔下
七
三
〕

①
源
氏
の
方
に
は
十
郎
蔵
人
行
家
、
数
千
騎
で
宇
治
橋
よ
り
入
と
も
聞
え
け

り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔下
九
三
〕

の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
屋
代
本
の

０
山
門
大
衆
　
法
王
フ
取
進
テ
・
可
レ追
一討
平
家
ニ
ト
聞
ヘ
シ
カ
ハ

〔中
二
六
七
〕

⑫
山
モ
川
モ
・
只

一
度

二
崩
ル
ヽ
カ
ト
ソ
覚
タ
ル
　
　
　
　
〔中
二
八
一こ

０
サ
ル
程

二
十
郎
蔵
人

一
万
騎

ニ
テ

・
宇
治
ョ
リ
入
卜
云
　

〔中
二
九
七
〕

の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
。
当
該
部
分
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
で
あ
る
の
に
、

肝
心
の

『覚

一
本
』
で

「聞
こ
ゆ
」
と
あ
る
部
分
に
対
応
す
る
屋
代
本
の
当
該

部
分
が
別
の
表
現
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
二
三
例
中

一
二
例

に
つ
い
て
言
え
る
。

ま
た
、

「
聞
こ
ゆ
」
に
過
去
の
助
動
詞
と
し
て
、

「
け
り
」
が
連
続
し
て
使

用
さ
れ
る
上
巻
四
〇
六
頁
ｎ
行
日
か
ら
、
四
〇
七
頁
８
行
日
ま
で
は
、
当
該
部



分
が
屋
代
本
に
存
在
し
な
い
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
過
去
の
助
動
詞
と
し
て

「け
り
」
が
使
用
さ
れ
る
箇
所
は
、
主
語

が
語
り
手
と
は
考
え
に
く
い
場
所
か
、
当
該
箇
所
が
屋
代
本
で
は
別
表
現
を
と

っ
て
い
る
か
、
相
当
す
る
部
分
が
な
い
所
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
処
理
を
し
て
も
や
は
り
例
外
と
な
る
も
の
は
少

数
存
在
す
る
が
、
過
去
の
助
動
詞
と
し
て

「
け
り
」
が
後
接
す
る

「聞
こ
ゆ
」

は
な
ん
ら
か
の
問
題
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
推
測
を
邊
し
く
す
る
な
ら
、

『覚

一
本
』
が
語
り
本
と
し
て
大
き
な

編
集
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
、
主
語
が
語
り
手
で
あ
る

「聞
こ
ゆ
」
に
過
去
の

助
動
詞
が
後
接
す
る
場
合
は

「き
」
を
つ
け
る
こ
と
が
、
そ
の
編
集
の
中
で
行

わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
増
補
、
或
い
は
、
小
さ
な
変
更
が
な
さ
れ
た
部
分
に
、

「聞
こ
ゆ
」
に
過
去
の
助
動
詞
と
し
て

「け
り
」
が
後
接
す
る
文
章
が
補
入
さ

れ
た
と
は
、
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
　
最

　

後

こ
こ
に
、
本
稿
で
の
結
論
を
、
再
述
す
る
な
ら
ば
、
①

『覚
一
本
』
に
お
い

て
、
大
き
な
編
集
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
、

「聞
こ
ゆ
」
に
後
接
す
る
助
動
詞

と
し
て

「き
」
が
専
用
さ
れ
た
。

（
主
語
が
、
語
り
手
で
な
い
二
例
は
除
く
）

②
そ
れ
も
、
盲
目
の
人
が
語
る
点
を
考
慮
し
て
、

「聞
こ
ゆ
」
の
場
合
に
、
直

接
過
去
が
使
用
せ
ら
れ
た
と
言
え
る
Ｏ
③
従
っ
て
、

『覚
一
本
』
の
語
り
の
時

間
は
、
直
接
過
去
を
語
る
時
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
０
そ
れ
は
、
あ
る

い
は
盲
目
ゆ
え
に
、
超
人
的
能
力
が
あ
り
と
思
わ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

実
際
の
時
間
を
越
え
て
語
ら
れ
、
③
更
に
、

「聞
こ
ゆ
」
に
過
去
の
助
動
詞
と

し
て

「け
り
」
が
付
く
場
合
は
、
主
語
が
語
り
手
で
な
い
場
合
を
除
く
と
先
の

大
き
な
編
集
の
あ
と
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
小
さ
な
変
更
の
中
で
行
わ
れ
た
と

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔注
〕

（１
）

高
木
市
之
助
ほ
か

『
日
本
音
典
文
学
大
系
３２
・
３３
　
平
家
物
語
上
・
下
』

（昭

和
３４
年
　
岩
波
書
店
刊
）

（２
）

川
岸
敬
子

「『平
家
物
語
』
の
「き
こ
ゆ
」
に
つ
い
て
」

（『文
学

・
語
学
』
第

ｍ
号
　
昭
和
６．
年
１２
月
）

（３
〉

坂
詰
力
治

。
見
野
久
幸

『保
元
物
語
総
索
引
』
（昭
和
５６
年

武
蔵
野
書
院
刊
）

に
よ
る
。
底
本
は
古
典
大
系
本
。

（４
）

坂
詰
力
治

・
見
野
久
幸

『平
治
物
語
総
索
引
』
（昭
和
“
年
　
武
蔵
野
書
院
刊
）

に
よ
る
。
底
本
は
古
典
大
系
本
。

（５
）

本
稿
で
は
活
用
の
あ
る
単
語
を
表
記
す
る
の
に
、

「
聞
こ
ゆ
」
の
よ
う
に
、
釣

カ
ッ
コ
を
用
い
た
場
合
は
、
単
語
の
総
体
を
示
し
、
キ
ヨ
ユ
の
よ
う
に
、
仮
名
表

記
し
た
場
合
は
、
各
活
用
形

（
こ
の
場
合
終
止
形
）
と
し
て
の
用
法
を
示
す
も
の

と
す
る
。

（６
）

笠
榮
治
編

『平
家
物
語
総
索
引
』

（昭
和
４８
年
４
月
）
に
よ
る
。

（７
）
　

〔　
〕
の
中
は
引
用
文
献
の
上
中
下
巻
の
別
と
そ
の
頁
数
を
示
す
。
振
り
仮
名

は
全
て
省
略
に
従
っ
た
。

（８
）

佐
藤
謙
三
・
春
田
宣

『
屋
代
本
平
家
物
語
上
巻

・
中
巻

・
下
巻
』

（昭
和
２
・

“
・
８
年
楓
社
刊
）

―
―
同
志
社
女
子
大
学
助
教
授
―
―


