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― 1 ― 古代語における引用表現「～と聞く」について

古
代
語
に
お
け
る
引
用
表
現
「
～
と
聞
く
」
に
つ
い
て

　

辻
本
桜
介

　
　
　

一
、
考
察
対
象

　

本
稿
で
は
、
古
代
語
に
お
い
て
「
～
と
聞
く
」
と
い
う
形
で
語
句
を
引

用
す
る
表
現
を
取
り
上
げ
、
現
代
語
と
の
相
違
点
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の

意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　

⑴　

�「
…
」
と
う
ち
歌
ふ
声
、
い
と
め
で
た
し
。
九
の
君
、
い
と
お

か
し
と
聞
き
給
ふ
。　　
　
　
　
　

（
宇
津
保
・
嵯
峨
院
・
184
）

　
　

⑵　

�

む
す
め
多
か
り
と
聞
き
て
、
な
ま
君
達
め
く
人
々
も
お
と
な
ひ

言
ふ
、
い
と
あ
ま
た
あ
り
け
り
。　　
（
源
氏
・
東
屋
・
６
―

18
）

　

⑴
の
「
～
と
」
は
、「
聞
く
」
主
体
（
九
の
君
）
が
抱
い
た
心
中
言
が

引
用
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
で
き
、
⑵
の
「
～
と
」
は
、「
聞
く
」
の
主
体

が
他
者
か
ら
伝
え
聞
い
た
語
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き

る
。
こ
の
う
ち
⑴
の
よ
う
な
「
～
と
聞
く
」
は
現
代
語
に
お
い
て
は
用
い

ら
れ
に
く
い（

1
（

。
⑴
に
対
応
す
る
現
代
語
の
用
例
を
作
る
と
、
次
の
⑶
の
よ

う
に
や
や
不
自
然
に
な
る
（
少
な
く
と
も
、
述
語
と
し
て
は
「
聞
く
」
よ

り
「
思
う
」「
感
じ
る
」
な
ど
の
方
が
落
ち
着
き
が
良
い
だ
ろ
う
）。

　
　

⑶　

�
九
の
君
は
、「
と
て
も
趣
き
深
い
」
と
｛
？
聞
い
て
／
思
っ
て

／
感
じ
て
｝
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
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ま
た
、
⑵
の
よ
う
に
他
者
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
解
釈
で
き
る
「
～
と

聞
く
」
の
用
例
も
、
三
節
で
見
る
よ
う
に
、
現
代
語
と
相
違
す
る
文
法
的

現
象
が
観
察
さ
れ
る
。

　

古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
は
、
現
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
と
は
か
な
り

異
な
る
点
を
持
つ
が
、
詳
し
く
扱
う
先
行
研
究
は
少
な
い（

2
（

。
二
節
で
は
、

「
～
と
聞
く
」
に
つ
い
て
比
較
的
細
か
い
用
法
分
類
を
提
示
し
て
い
る
近

藤
（
二
〇
一
五
）
に
つ
い
て
検
討
し
、「
～
と
聞
く
」
の
意
味
・
用
法
を

記
述
す
る
上
で
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
た
い
。

　
　
　

二
、
近
藤
政
行
（
二
〇
一
五
）
に
つ
い
て

　

筆
者
は
以
前
に
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
諸
資
料
か
ら
「
～
と
聞

く
」
の
例
を
網
羅
的
に
抽
出
し
、
分
析
・
考
察
し
た
結
果
を
辻
本

（
二
〇
一
五
）
に
お
い
て
報
告
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
主
体
自
身
の
心
中

言
を
引
用
す
る
用
法
（
認
識
用
法
）
と
、
主
体
が
他
者
か
ら
伝
え
聞
い
た

事
柄
を
引
用
す
る
用
法
（
伝
聞
用
法
）
と
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

が
史
的
に
変
遷
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
古
代
・
中
世
の
「
～
と
聞
く
」
が

持
つ
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
本
誌
一
一
六
巻
四
号
に
お
い
て
、
や
は

り
「
～
と
聞
く
」
の
用
法
を
扱
う
近
藤
（
二
〇
一
五
）
が
公
表
さ
れ
た
。

近
藤
（
二
〇
一
五
）
は
、
辻
本
（
二
〇
一
四
）
で
も
調
査
資
料
の
一
部
と

し
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
～
と
聞
く
」
の
若
干
例
を
主
た
る
検

討
対
象
と
す
る
も
の
で
、
用
法
分
類
も
辻
本
（
二
〇
一
四
）
と
大
き
く
異

な
る
点
は
無
い
が
、
や
や
細
か
い
分
類
枠
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
藤

（
二
〇
一
五
）
の
検
討
対
象
は
、
本
稿
で
扱
う
上
代
・
中
古
の
用
例
で
は

な
い
も
の
の
、
用
法
分
類
の
判
断
基
準
は
他
時
代
の
用
例
に
も
適
用
し
う

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
近
藤
（
二
〇
一
五
）
の
記
述
を
踏
ま

え
て
今
一
度
古
代
語
に
お
け
る
「
～
と
聞
く
」
の
用
例
を
観
察
し
て
い
く

う
ち
に
、
辻
本
（
二
〇
一
四
）
や
近
藤
（
二
〇
一
五
）
に
お
け
る
分
類
方

法
の
妥
当
性
に
疑
問
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
節
で
は
、
近
藤

（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
分
類
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
問
題
点
を
整
理
し

た
い
。

　

近
藤
（
二
〇
一
四
）
は
、「
～
と
聞
く
」
の
用
法
分
類
と
し
て
次
に
示

す｢

推
定
キ
ク｣

｢

Ａ　

他
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る｣

｢

Ｂ　

…
と

思
っ
て
聞
く
、
聞
き
耳
を
立
て
る｣

｢

Ｃ　

聞
い
て
…
と
思
う｣

の
４
つ

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
近
藤
（
二
〇
一
五
）
の
主
た
る
分
析
対
象
は
、

音
に
よ
っ
て
「
～
と
」
に
引
用
さ
れ
る
語
句
の
表
す
出
来
事
を
推
定
す
る

こ
と
を
表
す
も
の
と
さ
れ
る
「
推
定
キ
ク
」
で
あ
る
。
二
節
一
項
～
三
項

で
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
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《
近
藤
（
二
〇
一
五
）
に
お
け
る
「
～
と
聞
く
」
の
用
法
分
類
》

｢

推
定
キ
ク｣�

　
　

⑷　

其
ノ
後
、「
俄
ニ
大
風
吹
テ
、
大
ナ
ル
木
倒
レ
ヌ
」
ト
聞
ク
。

（
今
昔
・
十
三
・
3
―

233
、
近
藤
二
〇
一
五
：
39
の
⑵
に
相
当（

3
（

）

｢

Ａ　

他
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る｣

　
　

⑸　
「
東
ヨ
リ
馬
将
来
タ
リ
」
ト
聞
ツ
ル
ヲ
、
我
レ
ハ
未
ダ
不
見
。

（
今
昔
・
二
十
五
・
4
―

393
、
近
藤
二
〇
一
五
：
44
の
⒄
に
相
当
）

｢

Ｂ　

…
と
思
っ
て
聞
く
、
聞
き
耳
を
立
て
る｣

　
　

⑹　

�

然
テ
走
リ
去
テ
、「
亦
ヤ
人
ヤ
有
ル
」
ト
聞
ケ
レ
ド
モ
、
音
モ

無
カ
リ
ケ
レ
バ
、
走
廻
テ
、
中
ノ
御
門
ニ
入
テ
柱
ニ
掻
副
テ
立

テ
、
…

（
今
昔
・
二
十
三
・
4
―

250
、
近
藤
二
〇
一
五
：
44
の
⒆
に
相
当
）

｢

Ｃ　

聞
い
て
…
と
思
う｣

　
　

⑺　

�「
何
ノ
男
ニ
カ
有
ラ
ム
」
ト
思
フ
程
ニ
、
車
ノ
共
ナ
ル
雑
色
共

ノ
云
ク
、「
彼
ノ
男
ノ
敵
ニ
テ
、
切
殺
レ
タ
ル
ト
ナ
ム
申
ス
」

ト
云
ケ
レ
バ
、
則
光
糸
喜
シ
ト
聞
ク
ニ
、
…�

（
今
昔
・
二
十
三
・
4
―

251
、
近
藤
二
〇
一
五
：
45
の
㉔
に
相
当
）

㈠　

�「
Ｂ　

…
と
思
っ
て
聞
く
、
聞
き
耳
を
立
て
る
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
、「
推
定
キ
ク
」「
Ａ
」「
Ｂ
」「
Ｃ
」
の
う
ち
、「
聞
く
」
と
い
う

動
詞
の
問
題
と
し
て
論
ず
べ
き
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
「
Ｂ　

…
と

思
っ
て
聞
く
、
聞
き
耳
を
立
て
る
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

も
し
「
聞
く
」
が
「
聞
き
耳
を
立
て
る
」
意
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、「
Ｂ
」
に
該
当
す
る
⑹
の
よ
う
な
例
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
表

現
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　

⑻　

�

一
千
人
も
の
ブ
ラ
ー
マ
ン
が
座
っ
て
詠
唱
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
が
、
一
人
ひ
と
り
は
だ
れ
の
歌
が
う
ま
い
か
下
手
か
と
聞

き
耳
を
立
て
て
い
た
の
で
す
。

　
　
（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／
Ｖ
・
Ｓ
・
ナ
イ
ポ
ー
ル
（
著
）・
武
藤
友
治
（
訳
）

『
イ
ン
ド
・
新
し
い
顔
』）

こ
の
例
に
お
い
て
「
～
と
」
に
引
か
れ
る
語
句
は
、
後
続
す
る
述
語
句
「
聞

き
耳
を
立
て
る
」
と
い
う
行
為
と
併
存
す
る
、
思
惟
・
発
話
の
内
容
と
解

さ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
例
と
同
じ
構
造
と
考
え
る
と
分
か
り
や
す
い
。

　
　

⑼　
「
す
み
ま
せ
ん
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
」
と
、
額
の
汗
を
拭
う
。

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／
赤
川
次
郎
『
三
毛
猫
ホ
ー
ム
ズ
と
愛
の
花
束
』）
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「
～
と
」
に
引
か
れ
る
語
句
を
発
言
す
る
と
い
う
行
為
と
、
後
続
す
る
述

語
句
の
表
す
行
為
と
は
、
事
実
上
、
同
時
的
に
共
存
し
つ
つ
も
別
々
に
な

さ
れ
た
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
⑻
⑼
の
よ
う
な
構
造
は
、
本
稿
冒
頭

で
見
た
⑴
⑵
の
よ
う
な
「
～
と
聞
く
」
と
は
構
造
の
異
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
（
⑻
⑼
の
よ
う
な
「
～
と　

述
語
」
の
文
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
藤
田

（
二
〇
〇
〇
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
「
Ｂ
」
と
さ
れ
る
「
～

と
聞
く
」
の
構
造
は
、
⑼
の
よ
う
に
「
聞
く
」
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
述
語

句
で
見
ら
れ
る
構
造
で
あ
り（

4
（

、「
聞
く
」
と
い
う
動
詞
の
問
題
と
し
て
論

ず
べ
き
で
は
な
い
。本
稿
で
は
、古
代
語
の
用
例
を
分
析
す
る
に
当
た
り
、

「
Ｂ
」
に
相
当
す
る
分
類
項
目
は
設
け
な
い
こ
と
と
す
る
。

㈡　
「
Ｃ　

聞
い
て
…
と
思
う
」
に
つ
い
て

　

次
に
、
近
藤
（
二
〇
一
五
：
45
）
に
お
け
る
「
Ｃ
が
推
定
キ
ク
と
関
係

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
両
者
に
は
明
ら
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
」
と

い
う
説
明
に
注
目
し
た
い
。
近
藤
（
二
〇
一
五
）
は
、「
Ｃ　

聞
い
て
…

と
思
う
」
と
さ
れ
る
「
～
と
聞
く
」
が
感
想
・
批
評
と
い
っ
た
主
体
的
表

現
を
受
け
る
の
に
対
し
、「
推
定
キ
ク
」
と
さ
れ
る
「
～
と
聞
く
」
は
出

来
事
を
述
べ
る
語
句
を
受
け
る
と
し
、
両
者
を
区
別
す
べ
き
も
の
と
説
い

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
～
と
」
に
引
用
さ
れ
る
文
の
種
類
に
着
目
し
た
分

類
で
あ
る
。「
推
定
キ
ク
」
と
さ
れ
る
⑷
と
「
Ｃ
」
に
分
類
さ
れ
る
⑺
と

を
次
に
再
掲
す
る
が
、
こ
れ
ら
を
見
比
べ
る
と
、
確
か
に
異
な
る
用
法
で

あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
は
あ
る
。

　
　

⑽　

�「
推
定
キ
ク
」
と
さ
れ
る
例
：　

其
ノ
後
、「
俄
ニ
大
風
吹
テ
、

大
ナ
ル
木
倒
レ
ヌ
」
ト
聞
ク
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑷
再
掲
）

　
　

⑾　

�「
Ｃ　

聞
い
て
…
と
思
う
」
と
さ
れ
る
例
：　

…
ト
云
ケ
レ
バ
、

則
光
糸
喜
シ
ト
聞
ク
ニ
、　　
　
　
　
　

（
⑺
の
一
部
を
再
掲
）

し
か
し
、
近
藤
（
二
〇
一
五
）
で
掲
出
さ
れ
る
「
推
定
キ
ク
」
の
用
例
は
、

み
な
「
Ｃ
」
の
説
明
で
あ
る
「
聞
い
て
…
と
思
う
」
と
い
う
解
釈
に
も
当

て
は
ま
っ
て
し
ま
う
。
⑽
は
、「（
音
を
聞
い
て
）
突
然
大
き
な
風
が
吹
い

て
大
木
が
倒
れ
た
と
思
う
」と
解
釈
で
き
る
し
、⑾
も「（
言
葉
を
聴
い
て
）

と
て
も
う
れ
し
い
と
思
う
」
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
解
釈
上
、「
～
と

思
う
」
と
い
う
形
で
一
括
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
「
～
と

思
う
」
を
文
法
的
に
異
な
る
性
質
の
二
つ
の
用
法
と
し
て
区
別
す
る
こ
と

は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
代
語
の
「
～
と
思
う
」

の
場
合
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　

⑿　
�

周
瑜
は
、
刀
剣
の
ふ
れ
あ
う
音
と
人
の
叫
び
を
聞
い
て
、
つ
い
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に
追
い
つ
か
れ
た
と
思
っ
た
。

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／
今
戸
榮
一
『
超
・
三
国
志-

赤
壁
秘
話
』）

　
　

⒀　

�

私
だ
っ
た
ら
彼
女
に
「
割
り
勘
で
」
っ
て
言
わ
れ
た
ら
嬉
し
い

と
思
う
の
で
す
が
。　　
　
（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／Y

ahoo!

知
恵
袋
）

⑿
の
文
の
主
体
は
、
音
や
叫
び
と
い
う
音
声
情
報
を
も
と
に
「
つ
い
に
追

い
つ
か
れ
た
」
と
い
う
出
来
事
を
推
測
し
て
い
る
。
⒀
の
文
の
主
体
も
、

「
彼
女
」
の
発
言
と
い
う
音
声
情
報
に
対
し
、「
嬉
し
い
」
と
い
う
感
想
を

抱
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
推
定
キ
ク
」
及
び
「
Ｃ
」
と
同
様
の
意
味

的
構
造
を
持
つ
例
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
⑿
の
「
思

う
」
と
⒀
の
「
思
う
」
と
の
間
に
文
法
的
に
「
明
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ

る
」
の
か
ど
う
か
、
直
感
的
に
も
疑
わ
し
い
も
の
に
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
、
両
者
と
も
心
中
に
生
じ
た
言
葉
を
引
用
す
る
「
～
と

思
う
」
の
例
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
も
し
、「
～
と
」
に
お
け

る
引
用
語
句
の
種
類
が
異
な
れ
ば
「
明
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
な
ら
ば
、
理
論
的
に
は
無
限
に
分
類
枠
を
増
や
す
必
要

が
出
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
次
の
例
で
は
、「
～
と
」
に
引

用
さ
れ
る
語
句
が
、
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
表
現
・
推
量
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
も
っ
て
、
述
語
動
詞
「
思
う
」
の
用
法
と
し
て
、「
推
定
キ
ク
」

と
同
様
に
「
疑
問
オ
モ
ウ
」「
推
量
オ
モ
ウ
」
な
ど
を
設
け
て
い
く
と
す

る
な
ら
ば
、
と
め
ど
な
く
用
法
分
類
を
増
や
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
　

⒁　

こ
れ
は
何
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。（
疑
問
表
現
の
引
用
）

　
　

⒂　

犯
人
は
彼
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
。（
推
量
表
現
の
引
用
）

本
稿
で
は
、
近
藤
（
二
〇
一
五
）
の
「
推
定
キ
ク
」「
Ｃ
」
に
相
当
す
る

分
類
枠
は
設
け
ず
、
み
な
「
聞
く
」
主
体
の
脳
中
に
生
じ
た
語
句
を
引
用

す
る
も
の
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
と
し
た
い（

5
（

。
た
だ
し
以
上
に
述
べ
た
こ

と
は
、「
推
定
キ
ク
」「
Ｃ
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
分
類
を
行
う
べ
き
文
法

的
な
根
拠
が
一
切
存
在
し
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

㈢　

�

検
討
す
べ
き
問
題
点
―
「
Ａ　

他
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る
」
と

い
う
こ
と
―

　

最
後
に
、「
Ａ　

他
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る
」に
つ
い
て
検
討
す
る
。

主
体
が
他
か
ら
聞
い
た
言
葉
を
引
用
す
る
、
と
い
う
用
法
が
存
在
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
用
法
は
、
主
体
の
心
中
言
を
引
用
す
る
「
～
と
聞
く
」
と
は
っ

き
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。し
か
し
、次
の
よ
う
に
、

主
体
の
心
中
で
生
じ
た
言
葉
を
引
用
す
る
も
の
と
も
、
主
体
以
外
の
人
物

が
発
し
た
語
句
を
引
用
す
る
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
例
を
ど
の
よ
う
に
扱

う
か
に
難
渋
す
る
こ
と
に
な
る
。
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⒃　
�「

い
か
ば
か
り
な
ら
ん
人
か
、
宮
を
ば
消
ち
た
て
ま
つ
ら
む
」

な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
今
ぞ
車
よ
り
下
り
た
ま
ふ
な
る
と
聞
く
ほ

ど
、
か
し
が
ま
し
き
ま
で
追
ひ
の
の
し
り
て
、
と
み
に
も
見
え

た
ま
は
ず
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
・
東
屋
・
6
―

51
）

　
　

⒄　

�

殿
は
日
に
添
へ
て
も
お
ぼ
し
め
し
覚
ま
さ
せ
給
ふ
事
な
く
、
い

み
じ
く
の
み
お
ぼ
し
め
し
歎
か
せ
給
ふ
。
さ
き
う
ち
追
ひ
て
参

ら
せ
給
と
聞
か
せ
給
て
は
、
ま
づ
入
り
給
ふ
べ
き
道
の
障
子
押

し
あ
け
、
心
し
て
待
ち
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
、
よ
ろ
づ
に
い
み
じ

く
見
て
も
飽
か
ず
お
ぼ
し
め
し
つ
る
に
、
あ
さ
ま
し
く
い
は
ん

方
な
き
御
心
の
う
ち
な
り
。　　
　
　
（
栄
花
・
二
十
・
下
―

425
）

⒃
の
「
～
と
聞
く
」
は
、
主
体
が
車
の
音
を
聞
い
て
「
い
ま
降
車
な
さ
る

よ
う
だ
」
と
推
測
し
た
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
し
、
誰
か
が
「
い
ま
降
車

な
さ
る
よ
う
だ
」
と
発
言
す
る
の
を
主
体
が
聞
い
た
も
の
と
も
解
釈
で
き

る
。
⒄
の
「
～
と
聞
く
」
も
、
主
体
が
車
の
音
を
聞
い
て
「
先
払
い
を
し

て
参
上
な
さ
る
よ
う
だ
」
と
推
測
し
た
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
し
、
誰
か

が
「
先
払
い
を
し
て
参
ら
れ
る
よ
う
だ
」
と
発
言
す
る
の
を
主
体
が
聞
い

た
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
。
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
に
つ
い
て
、
近
藤

（
二
〇
一
五
）
の
言
う
「
Ａ
」
に
当
た
る
用
法
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
予

測
は
現
代
語
話
者
の
感
覚
に
は
な
じ
む
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
用
例

を
虚
心
に
眺
め
る
限
り
、
こ
の
「
Ａ
」
に
当
た
る
用
法
が
確
か
に
存
在
す

る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
根
拠
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
見
出
し
が
た
い
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
主
体
が
他
か
ら
聞
い
た
語
句
を
引
用
す
る
と

解
釈
で
き
る
「
～
と
聞
く
」
も
、
そ
の
語
句
が
主
体
の
把
握
内
容
で
あ
る

と
い
う
点
で
は
、
主
体
の
脳
中
の
語
を
引
用
す
る
表
現
と
見
な
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る（

6
（

。
⒃
⒄
も
、
他
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
同
時
に
、
主
体
自
身
の
把
握
内
容
が
引

用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
詳
し
く
扱

う
が
、
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
の
例
は
み
な
主
体
の
把
握
内
容
を
引
く

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。な
ら
ば
、「
他
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る
」

と
い
う
か
な
り
異
質
な
意
味
合
い
は
、
解
釈
の
上
で
出
て
く
る
こ
と
以
外

に
も
、
何
ら
か
の
文
法
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
三
節
で
古
代
語
の
「
～

と
聞
く
」
の
用
例
に
つ
い
て
分
析
・
記
述
し
、
四
節
で
考
察
を
行
う
。

　
　
　

三
、
現
象
の
記
述
―
現
代
語
と
比
較
し
て
―

　

本
節
で
は
、
古
代
語
に
お
け
る
諸
資
料
の
「
～
と
聞
く
」
の
用
例
に
つ

い
て
、
現
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
と
の
比
較
を
通
し
て
分
析
を
行
う
。
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分
析
に
先
立
っ
て
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
古

代
語
の
「
～
と
聞
く
」
の
例
に
は
主
体
自
身
の
心

中
言
を
引
用
す
る
も
の
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。

本
稿
冒
頭
に
示
し
た
⑴
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く

の
例
が
得
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
心
中

言
を
引
用
す
る
と
い
う
機
能
と
は
別
に
、
主
体
以

外
の
人
物
が
発
し
た
言
葉
を
引
用
す
る
と
い
う
異

質
な
機
能
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い

う
点
に
着
目
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

　

用
例
の
観
察
に
あ
た
っ
て
は
、「
～
と
聞
く
」

の
意
味
の
解
釈
に
は
極
力
触
れ
ず
、「
～
と
聞
く
」

に
関
わ
る
構
文
的
な
現
象
の
観
察
に
重
点
を
置

く
。す
な
わ
ち
、「
～
と
聞
く
」に
共
起
す
る
要
素
、

及
び
「
～
と
」
の
内
部
に
生
起
す
る
要
素
を
記
述

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
析
を
進
め
る
。
こ
の
方
法

な
ら
ば
、
前
節
で
見
た
⒃
⒄
の
よ
う
な
、
用
例
の

意
味
解
釈
だ
け
で
は
誰
の
言
葉
を
引
用
す
る
か
判

断
し
が
た
い
例
の
扱
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
問

題
に
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
次
に
示
す
表
１
は
、
古
代
語
の
諸
資
料

表１：古代語における「～と聞く」の引用語句末尾に現れる要素

「
～
と
聞
く
」

総
数

「～と」における引用語句末尾の要素

名
詞

動
詞

形
容
詞

形
容
動
詞

助
動
詞

終
助
詞

言
い
さ
し

そ
の
他

記紀歌謡 0
仏足石歌 0
万葉集 15 4 6 1 4

続日本紀宣命 1 1
延喜式祝詞 1 1
竹取物語 4 1 2 1
伊勢物語 10 8 1 1
土佐日記 2 1 1
平中物語 10 3 7
落窪物語 43 8 17 5 1 8 1 2 1
蜻蛉日記 72 13 21 5 21 2 8 2
大和物語 24 4 9 1 9 1
宇津保物語 89 14 37 5 25 4 4
枕草子 21 6 3 6 1 3 2
源氏物語 160 26 38 31 1 27 11 18 8
紫式部日記 5 3 2
夜の寝覚 33 3 10 4 11 2 3

浜松中納言物語 39 3 15 3 12 3 3
更級日記 11 2 3 1 5
狭衣物語 77 6 16 6 21 6 13 9
栄花物語 36 6 14 2 4 2 8
古今和歌集 12 7 5
後撰和歌集 30 10 10 1 7 2
拾遺和歌集 16 7 6 3
後拾遺和歌集 10 6 3 1

合計 721 123 234 70 4 171 30 51 38
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表２：表１における「助動詞」の内訳

表３：現代語における「～と聞く」の状況（『BCCWJ』による簡単な調査結果）

総
数きつぬ

た
り
・
り

け
り
け
むむむ

ずずじま
じ
べ
し
ら
む
め
り

伝
聞
な
り

断
定
な
り

記紀歌謡 0
仏足石歌 0
万葉集 4 2 1 1

続日本紀宣命 1 1
延喜式祝詞 1 1
竹取物語 1 1
伊勢物語 1 1
土佐日記 1 1
平中物語 0
落窪物語 8 1 3 2 1 1
蜻蛉日記 21 1 2 8 1 1 1 7
大和物語 9 4 1 3 1
宇津保物語 25 1 6 5 1 4 1 1 3 1 2
枕草子 6 1 1 1 1 2
源氏物語 27 1 1 1 5 6 1 4 2 5 1
紫式部日記 2 1 1
夜の寝覚 11 4 2 1 1 2 1

浜松中納言物語 12 1 3 2 1 2 1 1 1
更級日記 5 1 1 2 1
狭衣物語 21 2 3 7 1 1 4 1 2
栄花物語 4 1 1 1 1
古今和歌集 0
後撰和歌集 7 5 2
拾遺和歌集 3 2 1
後拾遺和歌集 1 1

合計 171 8 3 38 19 30 2 6 1 15 2 1 12 2 3 24 5

「
～
と
聞
く
」
総
数

情報源の
標示

引用句「～と」内部末尾の要素

名
詞

動
詞

形
容
詞

助動詞的要素 終助詞的
要素

言
い
さ
し

カ
ラ
格

ニ
格 た

ず
／
な
い

だ
／
で
あ
る

の
だ

て
い
る

た
も
の
だ

ら
し
い

よ

で
は
な
い
か

115 10 2 20 20 2 36 6 19 3 4 1 1 1 1 1
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か
ら
得
た
「
～
と
聞
く
」
の
引
用
語
句
末
尾（

7
（

に
現
れ
た
要
素
の
分
布
状
況

を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
表
２
は
、
表
１
の
「
～
と
聞
く
」
で
「
助
動
詞
」

と
し
て
い
る
項
目
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表
３
は
、
国
立

国
語
研
究
所
『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）』

を
用
い
、
一
定
の
基
準（

8
（

に
よ
り
「
～
と
聞
く
」
の
用
例
を
採
取
し
た
結
果

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
用
例
の
意
味
解
釈
に
は
極
力
触
れ
な
い
こ

と
を
述
べ
た
が
、
得
ら
れ
た
「
～
と
聞
く
」
の
用
例
（
７
２
１
例
）
の
中

に
、「
聞
く
」
主
体
自
身
が
（
耳
に
入
っ
て
い
な
が
ら
も
）
頭
で
は
把
握

し
て
い
な
い
語
句
を
引
用
す
る
、
と
解
す
べ
き
例
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
は
、
主
体
の
把
握
内
容
を
引
用
す

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、

他
か
ら
聞
い
た
語
句
を
引
用
す
る
と
い
う
機
能
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

と
い
う
角
度
か
ら
、表
１
～
３
に
示
す
デ
ー
タ
に
基
づ
き
検
討
し
て
い
く
。

㈠　

�

情
報
源
と
な
っ
た
人
物
を
表
す
成
分
が
生
起
し
な
い
こ
と

　

古
代
語
の
状
況
を
観
察
す
る
前
に
、
ま
ず
現
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
に

つ
い
て
考
え
た
い
。
表
３
で
「
情
報
源
の
標
示
」
と
し
た
項
目
に
は
、
次

の
よ
う
に
、
引
用
語
句
の
情
報
源
と
な
っ
た
人
物
を
表
す
成
分
が
、
カ
ラ

格
ま
た
は
ニ
格
で
現
れ
た
例
を
集
計
し
て
あ
る
。

　
　

⒅
a.
〈
カ
ラ
格
〉�

淡
い
ピ
ン
ク
の
エ
プ
ロ
ン
。「
ア
ル
プ
ス
の
少
女
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
だ
と
、
入
店
時
に
春
菜
は

店
長
か
ら
聞
い
た
。�

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／
桐
葉
揺
『
濡
れ
る
制
服
美
女
』）

　
　
　

b.
〈
ニ
格
〉�

知
り
合
い
に
、
大
久
保
に
う
ま
い
タ
イ
料
理
の
店
が

あ
る
と
聞
い
て
や
っ
て
来
た
だ
け
だ
っ
た
。

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／
馳
星
周
『
古
惑
仔
』）

「
～
と
」に
引
か
れ
る
語
句
が
、カ
ラ
格
や
ニ
格
の
成
分
に
よ
っ
て「
聞
く
」

主
体
以
外
の
人
物
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
成
分
が
共
起
し
う
る
こ
と
は
、
近
藤
（
二
〇
一
五
）
の
「
Ｃ　

他
か
ら

聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る
」
と
い
う
機
能
を
認
め
る
根
拠
の
一
つ
と
言
え
よ

う
。
現
代
語
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
カ
ラ
格
・
ニ
格
で
情
報
源
が
標
示
さ

れ
る
実
例
の
数
は
、
表
３
で
示
す
115
例
の
「
～
と
聞
く
」
の
う
ち
12
例
で

あ
る
か
ら
、
使
用
頻
度
に
し
て
お
よ
そ
一
割
程
度
で
あ
る
。

　

一
方
、
古
代
語
の
諸
資
料
か
ら
得
た
「
～
と
聞
く
」
721
例
を
観
察
す
る

限
り
、
情
報
源
と
な
る
人
物
を
示
す
成
分
が
共
起
す
る
例
は
見
出
し
が
た

い
。
古
代
語
で
起
点
を
表
す
成
分
と
し
て
は
ヨ
リ
格
な
ど
が
想
定
さ
れ
る

が
、
そ
う
し
た
格
成
分
に
よ
っ
て
「
～
と
聞
く
」
に
引
か
れ
る
語
句
の
情

報
源
と
な
っ
た
人
物
を
示
す
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。
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㈡　

過
去
表
現
の
引
用
が
起
こ
り
に
く
い
こ
と

　

次
に
、
引
用
句
「
～
と
」
の
内
部
に
現
れ
る
語
句
の
状
況
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
ず
表
３
に
よ
っ
て
現
代
語
の
状
況
を
見

る
と
、
助
動
詞
的
要
素
の
「
た
」
の
使
用
頻
度
が
高
い
。

　
　

⒆
a.　

�「
子
産
殿
の
身
に
な
に
か
？
」「
三
ヵ
月
ほ
ど
前
に
亡
く
な
ら

れ
た
、
と
聞
き
ま
し
た
よ
…
」

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／�

伴
野
朗
『
伍
子
胥
』）

　
　
　

b.　

�

北
京
の
博
物
館
に
「
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
」
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
が

展
示
さ
れ
て
い
る
。見
物
客
が
そ
れ
を
見
て
係
員
に
尋
ね
た
。

「
こ
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
は
小
ぶ
り
で
す
ね
？
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン

は
大
男
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
け
ど
」

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
／
中
嶋
秀
隆
『
日
英
対
訳
ジ
ョ
ー
ク
集
』）

（19a）
の
「
亡
く
な
ら
れ
た
」
は
、「
聞
く
」
時
点
か
ら
見
て
過
去
の
事
柄
で

あ
り
、

（19b）
の
「
大
男
だ
っ
た
」
も
、「
聞
く
」
時
点
か
ら
見
て
過
去
の
事

柄
で
あ
る
。
収
集
し
た
「
～
た
と
聞
く
」
の
例
は
み
な
こ
の
よ
う
に
「
聞

く
」
主
体
が
過
去
の
事
柄
を
把
握
す
る
意
で
捉
え
ら
れ
る
。「
た
」
の
用

例
が
多
い
の
は
、
日
本
人
の
言
語
生
活
に
お
い
て
、
他
者
が
「
聞
く
」
主

体
に
対
し
過
去
に
起
き
た
事
柄
を
伝
え
る
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
古
代
語
に
お
け
る
「
～
と
聞
く
」
は
、
現
代
語
の
よ
う

に
過
去
の
事
柄
を
把
握
す
る
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
表

１
・
２
に
よ
っ
て
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
に
お
け
る
引
用
語
句
の
末
尾

に
現
れ
る
要
素
を
確
認
す
る
と
、
時
間
的
意
味
に
関
わ
る
助
動
詞
（
キ
・

ツ
・
ヌ
・
タ
リ
・
リ
）
の
中
で
は
、
キ
と
ツ
の
例
は
合
わ
せ
て
11
例（

9
（

と
少

な
い
の
に
対
し
、
（20a）
～
（20c）
の
よ
う
な
ヌ
・
タ
リ
・
リ
の
例
は
合
わ
せ
て
56

例
と
多
い
。
そ
し
て
、
表
１
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、「
～
と
聞
く
」
の
用

例
の
全
体
と
し
て
は
、（20d）
の
よ
う
に
助
動
詞
や
終
助
詞
の
付
か
な
い
動
詞
・

形
容
詞
（
無
標
の
形
式
）
の
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
　

⒇
a.　

�

待
つ
人
は
来
ぬ
と
聞
け
ど
も
あ
ら
た
ま
の
年
の
み
越
ゆ
る
逢

坂
の
関　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
・
1303
）

　
　
　

b.　

二
条
殿
に
人
据
ゑ
た
り
と
聞
く
は
ま
こ
と
か
。

（
落
窪
・
二
・
148
）

　
　
　

c.　

�

か
の
人
［
＝
督
の
君
］
も
、［
源
氏
が
］
か
く
渡
り
た
ま
へ

り
と
聞
く
に
、
お
ほ
け
な
く
心
あ
や
ま
り
し
て
、
い
み
じ
き

こ
と
ど
も［
＝
訴
え
］を
書
き
つ
づ
け
て
お
こ
せ
た
ま
へ
り
。

（
源
氏
・
若
菜
下
・
4
―

247
）

　
　
　

d.　
�

常
に
か
く
遊
び
た
ま
ふ
φ
と
聞
く
を
、
つ
い
で
な
く
て
、
親
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王
の
御
琴
の
音
の
名
高
き
も
え
聞
か
ぬ
ぞ
か
し
、
よ
き
を
り

な
る
べ
し
、
と
思
ひ
つ
つ
入
り
た
ま
へ
ば
、
琵
琶
の
声
の
響

き
な
り
け
り
。　　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
・
橋
姫
・
5
―

137
）

　

古
代
語
に
お
け
る
時
間
表
現
の
体
系
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
小
島

（
一
九
九
五
）、
土
岐
（
二
〇
一
〇
，
二
〇
一
四
）、
鈴
木
（
二
〇
〇
九
）、

大
木（
二
〇
〇
九
）、井
島（
二
〇
一
一
，二
〇
一
四
）、福
沢（
二
〇
一
一
）、

仁
科
（
二
〇
一
四
）
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
概
ね
、
ツ
・
キ
は
テ
ン
ス
的

に
過
去
を
表
し
、
他
の
助
動
詞
や
無
標
の
形
式
は
非
過
去
の
動
作
・
状
態

を
表
す
と
把
握
で
き
る
。
こ
の
了
解
に
基
づ
け
ば
、
古
代
語
の
「
～
と
聞

く
」
は
、
現
代
語
と
異
な
り
、「
聞
く
」
主
体
が
過
去
の
事
柄
を
把
握
す

る
意
で
は
用
い
ら
れ
に
く
い
こ
と
が
分
か
る
。
⒇
の
引
用
語
句
は
そ
れ
ぞ

れ
「
待
つ
人
は
も
う
来
て
い
る
」「
二
条
殿
に
妻
を
迎
え
て
あ
る
」「
こ
の

よ
う
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
」「
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
遊
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
」
の
よ
う
に
解
釈
で
き
、「
聞
く
」
時
点
に
お
い
て
成
立
し
て
い

る
現
状
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
は
、「
聞
く
」

時
点
の
事
柄
を
捉
え
る
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

四
、
考
察
と
結
論
―
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
の
意
味
―

　

三
節
で
見
た
文
法
的
事
実
を
振
り
返
り
つ
つ
、
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」

の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
、
引
用
さ
れ
る
語
句
の
情
報
源
と
な
る
人
物
を
表
す
成
分
が
文
中

に
生
起
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
明
示
的
な
判
断
基
準
を
設
け
る
と
、
現

代
語
と
古
代
語
と
の
間
に
は
三
節
一
項
で
見
た
よ
う
な
は
っ
き
り
し
た
差

が
存
す
る
。
実
例
が
見
出
せ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
安
易
に
そ
う
し
た
表
現

を
文
法
的
に
不
適
格
な
も
の
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
情
報
源
と

な
る
人
物
を
示
す
成
分
が
共
起
し
な
い
こ
と
は
、
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」

が
、
主
体
以
外
の
人
物
を
情
報
源
と
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
た
な
い

こ
と
を
示
す
も
の
と
見
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
こ
の
分
析
に
従
え
ば
、
古
代

語
の
「
～
と
聞
く
」
が
主
体
以
外
の
人
物
の
発
言
内
容
を
引
用
す
る
も
の

と
解
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
解
釈
は
、
前
後
文
脈
か
ら
得
ら
れ
る
含
意
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
「
～
と
聞
く
」
の
引
用
語
句
末
尾
に
過
去
表
現
を
担
う
形
式
（
キ
・
ツ
）

が
現
れ
に
く
い
事
実
は
、「
～
と
聞
く
」
が
、
主
体
が
「
聞
く
」
時
点
の

現
状
と
し
て
把
握
し
て
い
る
事
柄
を
引
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も

し
、
主
体
が
耳
に
し
た
他
者
の
話
の
内
容
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
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れ
ば
、
そ
の
内
容
が
「
聞
く
」
時
点
の
現
状
を
示
す
事
柄
の
み
に
限
ら
れ

る
こ
と
の
説
明
は
つ
か
な
い
。
日
常
生
活
に
お
い
て
、
他
者
が
情
報
と
し

て
も
た
ら
す
事
柄
は
過
去
の
事
態
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
実
際
、
現
代
語
を

対
象
と
し
た
調
査
の
結
果
（
表
３
）
で
は
、
主
体
が
「
聞
く
」
時
点
よ
り

過
去
の
事
柄
を
把
握
す
る
こ
と
を
表
す
「
～
と
聞
く
」
の
例
が
少
な
か
ら

ず
出
た
。
現
状
の
把
握
を
示
す
表
現
と
な
る
理
由
は
お
そ
ら
く
、「
聞
く
」

の
本
来
的
な
意
味
が
「
聞
く
」
時
点
で
流
れ
て
い
る
音
を
捉
え
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
の
音
か
ら
把
握
し
た
周
辺
環
境
の
状
況
を
引
用
す
る
表
現
で

あ
る
た
め
、
と
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い（
（1
（

�

。

　

現
代
語
で
は
、「
～
か
ら
～
と
聞
く
」
の
よ
う
に
情
報
源
と
な
る
人
物

を
表
す
成
分
が
共
起
す
る
な
ど
、
他
者
の
発
言
を
引
用
す
る
こ
と
を
示
す

現
象
も
見
ら
れ
る
が
、
古
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
を
こ
と
さ
ら
に
他
者
の

発
言
を
引
用
す
る
形
式
だ
と
み
な
す
理
由
は
無
い
の
で
は
な
い
か
。
情
報

源
と
な
っ
た
人
物
を
表
す
格
成
分
が
共
起
し
な
い
事
実
、
お
よ
び
引
用
語

句
内
部
に
過
去
表
現
が
現
れ
に
く
い
事
実
か
ら
考
え
て
、「
～
と
聞
く
」は
、

〝
他
か
ら
聞
い
た
こ
と
〟
を
引
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、〝
主
体
が
聴
覚

に
よ
っ
て
把
握
し
た
現
状
〟
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が

妥
当
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
で
、
古
代
語
の
全
て
の
「
～
と
聞

く
」
の
例
を
一
貫
し
た
捉
え
方
で
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　

㉑　

�「
狐
の
人
に
変
化
す
る
と
は
昔
よ
り
聞
け
ど
、
ま
だ
見
ぬ
も
の

な
り
」
と
て
、
わ
ざ
と
下
り
て
お
は
す
。�

（
源
氏
・
手
習
・
6
―

282
）

　
　

㉒　

�

あ
か
つ
き
の
風
に
あ
は
せ
て
弾
き
給
へ
る
音
の
、
い
ふ
か
ぎ
り

な
く
お
も
し
ろ
き
を
、
大
臣
も
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
、「
め
づ
ら

か
に
、
ゆ
ゆ
し
く
か
な
し
」
と
聞
き
給
ふ
。（
寝
覚
・
一
・
49
）

㉑
の「
聞
く
」主
体
は
、「
聞
く
」時
点
に
お
い
て
起
こ
る
現
象
と
し
て「
狐

が
人
に
化
け
る
」
と
い
う
事
柄
を
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
㉒
の
「
聞
く
」

主
体
も
、「
聞
く
」
時
点
の
現
状
と
し
て
、
琵
琶
の
音
が
「
滅
多
に
な
く

非
常
に
い
と
お
し
い
」
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
。
㉑
の
「
～
と
聞
く
」
は
、

主
体
が
他
か
ら
聞
い
た
情
報
と
し
て
の
解
釈
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し

た
解
釈
は
文
中
の
要
素
の
み
か
ら
は
得
ら
れ
ず
、
文
脈
に
依
存
す
る
も
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
主
体
の
脳
中
に
あ
る
語
句
が
「
～
と
」
に

引
か
れ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

　

以
上
の
分
析
結
果
を
図
示
す
る
と
表
４
の
よ
う
に
な
る
。現
代
語
の「
～

と
聞
く
」
は
他
者
の
言
葉
か
ら
何
ら
か
の
情
報
を
把
握
す
る
意
を
表
し（
（（
（

、

引
用
句
「
～
と
」
に
は
そ
の
把
握
内
容
を
表
す
語
句
が
現
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
古
代
語
に
お
け
る
「
～
と
聞
く
」
は
、「
耳
で
得
た
音
声
情
報
か
ら

現
状
を
把
握
す
る
」
と
い
う
意
味
を
表
し
、
引
用
句
「
～
と
」
に
は
、
把
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握
し
た
現
状
を
表
す
語
句
が
現
れ
る
。
そ

の
引
用
語
句
は
、
主
体
自
身
の
脳
中
の
語

句
で
あ
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
他
者
の

言
葉
を
情
報
源
と
す
る
も
の
と
し
て
の
解

釈
が
表
立
つ
こ
と
も
あ
る
。　

　
　
　

五
、
お
わ
り
に

　

多
く
の
文
法
研
究
に
お
い
て
は
、
あ
る

形
式
の
持
つ
意
味
・
用
法
を
細
か
く
分
類

し
て
い
く
と
い
う
向
き
が
一
般
的
で
あ
ろ

う
け
れ
ど
も
、
以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、

本
稿
で
は
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
古
代
語

に
お
け
る
「
～
と
聞
く
」
の
分
類
枠
を
全

て
取
り
払
い
、〝
耳
で
得
た
音
声
情
報
か

ら
現
状
を
把
握
す
る
〟
表
現
と
し
て
一
括

し
た
。
従
来
の
分
類
枠
を
棄
却
す
る
本
稿

の
論
は
、
一
見
す
れ
ば
、
進
展
し
た
研
究

を
巻
き
戻
す
か
の
ご
と
き
印
象
を
も
た
ら

す
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
言
語
事
実
を

あ
り
の
ま
ま
に
眺
め
た
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
、
新
た
な
見
解
と
し
て
提

示
し
た
い
。
近
藤
（
二
〇
一
五
）
は
、
辻
本
（
二
〇
一
四
）
の
分
類
を
踏

ま
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
筆
者
の
分
類
を
さ
ら
に
細
分
化

し
た
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
筆
者
に
対
し
改
め
て
古
代
語
の
「
～
と

聞
く
」
に
つ
い
て
考
え
直
す
契
機
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
は
、

辻
本
（
二
〇
一
四
）
で
報
告
し
た
内
容
の
全
て
が
誤
り
だ
っ
た
と
は
考
え

て
い
な
い
が
、
本
研
究
を
通
じ
て
、
用
例
の
解
釈
上
の
意
味
か
ら
安
易
に

分
類
を
行
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。
自
戒

と
し
た
い
。

調
査
資
料
（
用
例
の
引
用
に
際
し
、
句
読
点
・
括
弧
の
付
け
方
、
漢
字
の
字
体
、
送
り

仮
名
の
付
け
方
を
一
部
変
更
し
、踊
り
字
は
そ
の
指
し
示
す
文
字
に
置
き
換
え
た
。ま
た
、

筆
者
に
よ
る
解
釈
や
補
足
を
［　

］
に
示
し
た
。）

○
上
代
―
―
仏
足
石
歌
・
古
事
記
歌
謡
：
日
本
古
典
文
学
大
系
／
日
本
書
紀
歌
謡
：
大

野
晋
（
一
九
五
三
）『
上
代
仮
名
遣
の
研
究
』
岩
波
書
店
／
延
喜
式
祝
詞
：
沖
森
卓
也

（
一
九
九
五
）『
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
延
喜
式
祝
詞
総
索
引
』
汲
古
書
院
／
続
日
本
紀

宣
命
：
北
川
和
秀
（
一
九
五
三
）『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』
吉
川
弘
文
館
／

万
葉
集
：
木
下
正
俊
（
二
〇
〇
一
）『
万
葉
集
』
塙
書
房
（CD

-RO
M

版
）
○
中
古
―
―

蜻
蛉
日
記
・
浜
松
中
納
言
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
狭
衣
物
語
・
栄
花
物
語
：
日
本
古
典
文

学
大
系
／
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
土
佐
日
記
・
平
中
物
語
・
落
窪
物
語
・
大
和
物
語
・

枕
草
子
・
源
氏
物
語
・
更
級
日
記
：
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
宇
津
保
物
語
：
室
城

秀
之
他
（
一
九
九
九
）『
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究　

本
文
編
』
勉
誠
出
版
／
古
今
和
歌

集
：
築
島
裕
他
（
一
九
九
四
）『
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
古
今
和
歌
集
総
索
引
』
古
典
研

表４：古代語と現代語における「～と聞く」の意味および解釈
（調査した実例の状況に基づく）

解釈上、引用語句は誰の言葉と
みなされうるか

主体以外の人物の発言で
あり、かつ、主体自身の

脳中に存する
主体自身の脳中で生じる

古代語の「～と聞く」の意味 耳で得た音声情報から現状を把握する。

現代語の「～と聞く」の意味 他者の言葉から何らかの
情報を把握する。
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究
会
／
後
撰
和
歌
集
：
工
藤
重
矩
（
一
九
九
二
）『
後
撰
和
歌
集
』
和
泉
書
院
／
拾
遺
和

歌
集
：
片
桐
洋
一
（
一
九
七
〇
）『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究　

校
本
篇　

伝
本
研
究
篇
』
大

学
堂
書
店
／
後
拾
遺
和
歌
集
：
川
村
晃
生
（
一
九
九
一
）『
後
拾
遺
和
歌
集
』
和
泉
書
院

※
用
例
の
検
索
に
際
し
、
次
の
も
の
を
利
用
し
た
。

　

・�

国
文
学
研
究
資
料
館
『
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』（https://base3.nijl.ac.jp/

）

　

・�

国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

平
安
時
代
編
』
バ
ー
シ
ョ
ン2014.3

（thhp://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/heian.htm
l

）

参
考
文
献

足
立
慶
子
（
一
九
七
〇
）「
源
氏
物
語
の
会
話
表
現
―
引
用
の
形
式
と
実
態
―
」『
王
朝
』

二�pp.161-209

（
王
朝
文
学
協
会
）

井
島
正
博
（
二
〇
一
一
）『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

井
島
正
博
（
二
〇
一
四
）「
動
詞
基
本
形
を
め
ぐ
る
問
題
」『
日
本
語
文
法
』
一
四
―

二�
pp.34-49

磯
部
佳
宏
（
二
〇
一
二
）「『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
動
詞
「
聞
く
」
の
意
味
用
法
」

『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
六
二�pp.19-29

大
木
一
夫
（
二
〇
〇
九
）「
古
代
日
本
語
動
詞
基
本
形
の
時
間
的
意
味
」『
国
語
と
国
文

学
』
八
六
―

一
一�pp.21-31

（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）

小
島
聡
子
（
一
九
九
五
）「
動
詞
の
終
止
形
に
よ
る
終
止
―
中
古
仮
名
文
学
作
品
を
資
料

と
し
て
―
」
築
島
裕
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
国
語
学
論
集　

築
島
裕
博
士
古
稀

記
念
』
汲
古
書
院�pp.220-240

近
藤
政
行
（
二
〇
一
五
）「「
聞
く
」
の
推
定
用
法
―
今
昔
物
語
集
を
中
心
に
―
」『
國
學

院
雜
誌
』
一
一
六
―

四�pp.39-52

鈴
木
泰
（
二
〇
〇
九
）『
古
代
日
本
語
時
間
表
現
の
形
態
論
的
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

砂
川
有
里
子
（
一
九
八
八
）「
引
用
文
の
構
造
と
機
能
―
引
用
文
の
3
つ
の
類
型
に
つ
い

て
―
」『
文
芸
言
語
研
究　

言
語
篇
』
一
三�pp.73-91

（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語

学
系
）

竹
内
史
郎
（
二
〇
〇
五
）「
上
代
語
に
お
け
る
助
詞
ト
に
よ
る
構
文
の
諸
相
」『
国
語
語

彙
史
の
研
究
』
二
四�pp.167-184

辻
本
桜
介
（
二
〇
一
四
）「
引
用
構
文
「
～
と
聞
く
」
の
用
法
―
古
代
か
ら
中
世
ま
で
―
」

『
日
本
語
学
会
二
〇
一
四
年
度
秋
期
大
会
予
稿
集
』
日
本
語
学
会�pp.83-90

辻
本
桜
介
（
二
〇
一
五
）「
引
用
句
の
連
接
に
つ
い
て
」『
日
本
語
学
論
集
』
一
一�
pp.41-69

（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
国
語
研
究
室
）

辻
本
桜
介
（
二
〇
一
六
）「
古
代
語
に
お
け
る
引
用
表
現
「
～
と
見
る
」
に
つ
い
て
―
現

代
語
と
比
較
し
て
―
」『
国
語
と
国
文
学
』九
三
―

一（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）

pp.55-68

土
岐
留
美
江
（
二
〇
一
〇
）『
意
志
表
現
を
中
心
と
し
た
日
本
語
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
通
時
的

研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

土
岐
留
美
江
（
二
〇
一
四
）「
動
詞
基
本
形
終
止
文
の
表
す
意
味
―
古
代
語
か
ら
現
代
語

へ
―
」『
日
本
語
文
法
』
一
四
―

二�pp.17-33

仁
科
明（
二
〇
一
四
）「「
無
色
性
」と「
無
標
性
」―
万
葉
集
運
動
動
詞
の
基
本
形
終
止
、

再
考
―
」『
日
本
語
文
法
』
一
四
―

二�pp.50-66

福
沢
将
樹
（
二
〇
一
一
）「
推
移
の
ヌ
」
青
木
博
史
編
『
日
本
語
文
法
の
歴
史
と
変
化
』

く
ろ
し
お
出
版�pp.45-65

藤
田
保
幸
（
二
〇
〇
〇
）『
国
語
引
用
構
文
の
研
究
』
和
泉
書
院

藤
田
保
幸
（
二
〇
〇
一
）「
文
法
論
と
し
て
の
日
本
語
引
用
表
現
の
研
究
の
た
め
に
―
再

び
鎌
田
修
の
所
論
に
つ
い
て
―
」『
滋
賀
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
五
〇�pp.85-

104

藤
田
保
幸
（
二
〇
一
四
）『
引
用
研
究
史
論
』
和
泉
書
院

山
岡
洋
（
二
〇
〇
〇
）「
日
本
語
の
補
文
時
制
」『
佐
野
国
際
情
報
短
期
大
学
研
究
紀
要
』

一
一�pp.61-72

（
付
記
）本
稿
は
、日
本
語
学
会
二
〇
一
四
年
度
秋
季
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
、

大
幅
に
修
正
し
た
も
の
で
す
。
発
表
に
際
し
貴
重
な
ご
意
見
を
下
さ
い
ま
し
た
先
生
方
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に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（16H

07401

）
の
助
成

を
受
け
た
も
の
で
す
。

註（
1
）�

藤
田
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、
現
代
語
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
表
現
の
例
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
三
節
で
示
す
現
代
語
で
の
簡
単
な
調
査
に
よ
る
限
り
で
は
こ
う
し

た
実
例
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
古
代
語
で
は
現
代
語
に
比
べ
て
こ

う
し
た
表
現
の
使
用
頻
度
が
顕
著
に
高
い
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
（
ⅰ
）　

へ
え
、
面
白
い
と
お
聞
き
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か�

（
吉
川
英
治
『
私
本
太
平
記
（
一
）』
／
藤
田
：
二
〇
〇
〇
：
306
の
⑿
の
一
部
）

（
2
）�

磯
部
（
二
〇
一
二
）、
藤
田
（
二
〇
一
四
）
は
中
世
語
の
「
～
と
聞
く
」
に
言
及

し
て
い
る
が
、
詳
し
い
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。

（
3
）�

近
藤
（
二
〇
一
五
：
39
）
の
掲
出
例
に
は
鉤
括
弧｢　

｣
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、

近
藤
（
二
〇
一
五
）
で
依
拠
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
日
本
古
典
文
学
大
系

の
本
文
に
は
付
い
て
い
る
。
他
に
も
近
藤
（
二
〇
一
五
）
の
掲
出
す
る
例
文
で
は

こ
の
よ
う
な
依
拠
テ
キ
ス
ト
と
の
相
違
が
あ
る
が
、
以
降
、
言
及
し
な
い
も
の
と

す
る
。

（
4
）�

こ
の
よ
う
な
構
造
の
「
～
と　

述
語
」
の
例
が
古
代
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、

足
立（
一
九
七
〇
）�・
藤
田（
二
〇
〇
一
）・
竹
内（
二
〇
〇
五
）・
辻
本（
二
〇
一
五
）

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）�

ち
な
み
に
、「
く
や
し
」「
め
や
す
し
」
な
ど
の
情
意
形
容
詞
・
評
価
形
容
詞
は
、

出
来
事
を
述
べ
る
語
句
で
は
な
く
、
感
想
・
批
評
と
い
っ
た
主
体
的
表
現
と
言
え

る
が
、
次
の
例
で
は
、「
聞
く
」
主
体
が
他
者
か
ら
得
た
情
報
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
も
の
も
、
近
藤
（
二
〇
一
五
）
で
示
さ
れ
る
基
準
に
従

え
ば
、「
Ｃ　

聞
い
て
…
と
思
う
」
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
（
ⅰ
）　�

汲
み
そ
め
て
く
や
し
と
聞
き
し
山
の
井
の
浅
き
な
が
ら
や
影
を
見
る
べ

き�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
・
若
紫
・
1
―

230
）

　
　
　
（
ⅱ
）　�

心
の
中
に
は
、
か
の
古
人
の
ほ
の
め
か
し
し
筋
な
ど
の
、
い
と
ど
う
ち

お
ど
ろ
か
さ
れ
て
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
を
か
し
と
見
る
こ
と
も
、
め

や
す
し
と
聞
く
あ
た
り
も
、
何
ば
か
り
心
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
。

（
源
氏
・
橋
姫
・
5
―

155
）

（
6
）�

現
代
語
の
「
～
と
聞
く
」
に
つ
い
て
藤
田
（
二
〇
〇
〇
：
315
）
は
「「
～
ト
聞
ク
」

こ
と
は
、
や
や
割
り
切
っ
て
い
え
ば
、「
～
ト
知
ル
」
こ
と
を
含
意
す
る
、
と
い

え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
次
の
分
析
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
～
と
知
る
」

に
相
当
す
る
意
味
は
、
聴
覚
で
受
容
す
る
と
い
う
行
為
の
結
果
と
し
て
出
る
含
意

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
り
は
、「
聞
く
」
の
持
つ
語
彙
的
な
意
味
と
認
め
て
良
い

と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
（
ⅰ
）　�

ジ
ョ
ン
は
、
太
郎
が
郵
便
局
は
駅
前
に
あ
る
と
言
う
の
を
聞
い
て
い
た

が
、
太
郎
の
話
は
日
本
語
だ
っ
た
の
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
（
ⅱ
）　�

？
ジ
ョ
ン
は
、
太
郎
か
ら
郵
便
局
は
駅
前
に
あ
る
と
聞
い
て
い
た
が
、

太
郎
の
話
は
日
本
語
だ
っ
た
の
で
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　

�

微
妙
な
内
省
判
断
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は
（
ⅱ
）
が
や
や
落
ち

着
き
の
悪
い
言
い
回
し
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
～
と
聞
く
」
が
主
体
の
知

識
内
容
を
引
用
す
る
形
式
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
（
ⅱ
）
で
は
、

「
～
と
聞
い
て
い
た
が
」
の
部
分
で
ジ
ョ
ン
が
「
郵
便
局
は
駅
前
に
あ
る
」
こ
と

を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
後
続
内
容
の
「
理
解
し
て

い
な
か
っ
た
」
と
矛
盾
す
る
た
め
に
、
文
全
体
と
し
て
不
自
然
に
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
7
）�

引
用
語
句
は
、し
ば
し
ば
ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
が
判
断
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
が
、

「
と
」
が
直
接
受
け
て
い
る
要
素
は
確
実
に
引
用
語
句
の
一
部
を
な
す
も
の
と
見

ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
集
計
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
8
）�
コ
ー
パ
ス
検
索
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
中
納
言
」
を
用
い
、
サ
ブ
コ
ー
パ
ス
と
し

て「
出
版
／
書
籍
」「
図
書
館
」の
う
ち「
文
学
」の
非
コ
ア
デ
ー
タ
を
指
定
し（
最

新
の
デ
ー
タ
で
あ
る
二
〇
〇
五
年
の
出
版
の
も
の
に
限
定
し
た
）、語
彙
素「
聞
く
」
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全
例
を
採
取
し
た（
敬
語
形
の「
お
聞
き
す
る
」も
例
数
に
含
め
た
）。そ
の
う
ち
、

「
～
と
」
が
共
起
す
る
例
を
全
て
目
視
で
抽
出
し
た
。「
文
学
」
を
指
定
し
た
の
は
、

古
代
語
の
資
料
に
な
る
べ
く
近
い
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
を
選
ぶ
た
め
で
あ
る
。な
お
、

文
末
に
お
い
て
助
動
詞
的
な
要
素
と
し
て
機
能
す
る
「
と
聞
く
」
は
省
い
て
い
る

（
こ
の
タ
イ
プ
の
「
と
聞
く
」
の
認
定
基
準
は
砂
川
（
一
九
八
八
）
に
従
っ
た
）。

（
9
）�

こ
れ
ら
11
例
も
、
次
の｢

亡
せ
に
き｣

｢

行
き
た
り
し｣

の
よ
う
に
、
過
去
の
事

態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
も
、
そ
の
事
態
の
結
果
が
現
在
に
お
い
て
存
続
し
て
い
る

こ
と
が
含
意
さ
れ
る
も
の
に
偏
る
。

　
　
　
（
ⅰ
）　�［
私
が
］
五
つ
六
つ
ば
か
り
な
り
し
ほ
ど
に
や
、［
侍
従
が
］
に
は
か
に

胸
を
病
み
て
亡
せ
に
き
と
な
ん
聞
く
。　　
　

（
源
氏
・
橋
姫
・
5
―

163
）

　
　
　
（
ⅱ
）　�

今
は
い
か
で
さ
な
む
行
き
た
り
し
と
だ
に
人
に
お
ほ
く
聞
か
せ
じ
。

（
枕
・
九
五
・
190
）

　
　

引
用
語
句
に
現
れ
た｢

～
キ｣

｢

～
ツ｣
の
11
例
を
全
て
挙
げ
る
。

　
　
　
（
ⅲ
）　�

結
果
の
存
続
を
含
意
し
「
聞
く
」
時
点
の
現
状
を
表
す
と
解
釈
し
う
る

も
の（
９
例
）：｢

緒
絶
え
し
に
き（
緒
絶
為
尓
伎
）｣

（
万
葉
・
十
五
・
3814
）、

｢

［
舞
を
］
造
り
賜
ひ
き
（
比
伎
）｣

（
続
日
本
紀
宣
命
・
九
）、「
言
ひ
お

き
つ
」（
蜻
蛉
・
上
）、｢

［
夫
婦
仲
が
］
絶
え
き｣
（
蜻
蛉
・
中
）、｢

亡
く

な
り
に
た
り
し｣

（
宇
津
保
・
俊
蔭
）、｢

亡
く
な
り
に
き｣
（
浜
松
・
一
）、

｢

亡
せ
に
き｣

（
源
氏
・
橋
姫
）、｢

行
き
た
り
し｣

（
枕
・
九
五
）、｢

宇
治

の
御
堂
造
り
は
て
つ｣

（
源
氏
・
東
屋
）

　
　
　
（
ⅳ
）　�「
聞
く
」
時
点
の
現
状
を
表
す
と
は
解
釈
し
に
く
い
も
の
（
２
例
）：｢
［
暴

風
雨
に
］
遭
へ
り
き
（
安
敝
利
伎
）｣

（
万
葉
・
十
五
・
3675
）、｢

語
り
つ｣

（
蜻
蛉
・
下
）

　
　

�（
ⅳ
）
は
、
本
稿
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
例
外
に
見
え
る
用
例
で
あ
る
た
め
少

し
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　

�　

蜻
蛉
日
記
の
用
例
「
聞
き
を
よ
び
け
る
か
ぎ
り
は
「
語
り
つ
」
と
聞
き
つ
る
を
」

は
、『
全
講
蜻
蛉
日
記
』（p.738

）
に
よ
れ
ば
「
聞
き
を
よ
び
け
る
か
ぎ
り
は
「
語

り
つ
」と
」が
丸
ご
と
存
在
し
な
い
本（
岡
倉
本
・
東
大
本
・
学
習
院
本
な
ど
）や
、

「
聞
き
つ
る
を
」
が
「
き
し
つ
る
を
」
と
な
っ
て
い
る
本
（
京
都
大
学
本
）
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
本
文
上
の
問
題
と
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

�　

万
葉
集
の
用
例
は
次
の
も
の
で
あ
り
、『
校
本
万
葉
集
』（p.79

）
に
よ
れ
ば
特

に
注
意
す
べ
き
異
文
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
、「
遭
へ
り
き
」
が
読
み
手
の
経

験
し
た
事
態
で
あ
っ
て
こ
の
歌
の
前
提
（presupposition

）
と
な
っ
て
い
る
こ

と
や
、「
聞
き
て
け
む
」
の
よ
う
に
過
去
推
量
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に

注
意
す
る
と
、「
聞
く
」
時
点
の
現
状
を
把
握
す
る
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。

　
　
　
（
ⅴ
）　

…
遭
へ
り
き
と
都
の
人
は
聞
き
て
け
む
か
も
（
伎
吉
弖
家
牟
可
母
）

　
　

�

山
岡
（
二
〇
〇
〇
）
に
よ
れ
ば
、
現
代
日
本
語
の
補
文
は
原
則
と
し
て
主
節
時
を

基
準
と
す
る
が
、
補
文
が
前
提
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
補
文
が
発
話
時
を
基

準
と
し
た
時
制
解
釈
に
な
り
う
る
。
こ
の
分
析
が
上
代
語
に
も
可
能
で
あ
る
と
す

れ
ば
、（
ⅴ
）
の
、
詠
み
手
の
体
験
し
た
事
柄
で
あ
る
「
遭
へ
り
き
」
は
、
過
去

の
事
実
と
し
て
前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、「
聞
く
」
時
点
か
ら
見
た

過
去
で
は
な
く
、（
ⅴ
）
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
か
ら
見
た
過
去
の
出
来
事
と
解

す
こ
と
が
で
き
る
。
主
節
の
「
聞
く
」
も
過
去
の
時
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
遭
ふ
」
も
「
聞
く
」
も
と
も
に
（
ⅴ
）
が
詠
ま
れ
た
時

点
か
ら
見
て
過
去
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
分
析
に
従
え
ば
、
過
去

に
お
け
る
「
聞
く
」
時
点
の
現
状
と
し
て
「
遭
ふ
」
と
い
う
出
来
事
が
起
き
た
も

の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
現
状
を
把
握
す
る
意
と
考
え
ら
れ
る
古
代
語
の
「
～

と
聞
く
」
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
10
）�

感
覚
表
現
の
一
つ
で
あ
る
「
～
と
見
る
」
も
、
古
代
語
に
お
い
て
は
主
体
が
視
認

し
た
眼
前
の
出
来
事
を
引
用
内
容
と
す
る
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
過
去
表
現

の
引
用
が
起
こ
り
に
く
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
辻
本
二
〇
一
六
）。「
～
と
見

る
」
の
引
用
語
句
が
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
た
周
辺
環
境
を
表
す
の
と
同
様
に
、「
～

と
聞
く
」
の
引
用
語
句
も
聴
覚
に
よ
っ
て
捉
え
た
周
辺
環
境
を
表
す
の
だ
と
す
れ



― 17 ― 古代語における引用表現「～と聞く」について

ば
、「
～
と
聞
く
」「
～
と
見
る
」
は
共
通
し
た
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

（
11
）�

注
１
で
藤
田
（
二
〇
〇
〇
）
の
示
す
用
例
を
引
い
た
通
り
、
現
代
語
で
も
主
体
の

心
中
で
生
じ
た
語
句
を
引
く
「
～
と
聞
く
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
今
回
行
っ
た
簡
単
な
調
査
の
結
果
で
は
そ
う
し
た
例
が
見
出
せ
な
か
っ
た
。

表
４
で
斜
線
を
付
し
た
部
分
は
、
実
例
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。


