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一

『

去
来
抄』

先
師
評
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

兄
弟
の
顔
見
る
闇
や
時
鳥

去
来

去
来
曰
く

｢

こ
の
句
は
、
五
月
二
十
八
日
夜
、
曾
我
兄
弟
の
互
に

顔
見
合
せ
け
る
比
、
時
鳥
な
ど
も
う
ち
鳴
き
け
ん
か
し
と
、
源
氏

の
、
村
雨
の
軒
端
に
た
た
ず
み
給
ひ
し
を
、
紫
式
部
が
思
ひ
や
り

た
る
趣
を
か
り
て
、
一
句
を
作
す｣

。
先
師
曰
く

｢

曾
我
殿
原
の

事
と
は
き
き
な
が
ら
、
一
句
い
ま
だ
い
ひ
お
ほ
せ
ず
。
其
角
が
評

も
同
前
な
り｣

と
、
深
川
よ
り
評
あ
り
。
許
六
曰
く

｢

こ
の
句
は

心
余
り
て
詞
た
ら
ず｣

。
去
来
曰
く

｢

心
余
り
て
詞
た
ら
ず
と
い

は
ん
は
、
は
ば
か
り
あ
り
。
た
だ
い
ひ
お
ほ
せ
ざ
る
な
り｣

。
丈

草
曰
く

｢

今
の
作
者
は
さ
か
し
く
か
け
廻
り
ぬ
れ
ば
、
是
等
は
合

点
の
内
な
る
べ
し｣

と
、
共
に
笑
ひ
け
り
。

(

本
文
の
引
用
は

｢

日
本
古
典
文
学
全
集｣

に
よ
る)

こ
こ
で
言
う
、｢

曾
我
兄
弟
の
互
に
顔
見
合
せ
け
る
比｣

と
は
、『

曾

我
物
語』

の
討
ち
入
り
直
前
の
緊
迫
し
た
場
面
を
指
し
て
い
る
。
正
保

三
年
版
の
本
文
を
掲
げ
る
。

五
月
雨

さ
み
だ
れ

の
雲く

も

ま
も
し
ら
ぬ
夕
ぐ
れ
に
。
い
づ
く
を
そ
こ
と
も
し
ら

ね
ど
も
。
そ
な
た
ば
か
り
を
か
へ
り
み
て
。
な
み
だ
と
ゝ
も
に
あ

ゆ
み
け
り
。
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
ぞ
む
ざ
ん
な
る
。
…
…
十
郎
た
い
ま

つ
ふ
り
あ
げ
て
。
こ
な
た
へ
む
き
給
へ
や
と
き
む
ね
。
あ
か
ぬ
か
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ほ
ば
せ
み
ん
と
い
ふ
。
五
郎
き
ゝ
て
。
か
た
き
に
あ
ひ
せ
つ
な
の

ひ
ま
も
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
。
こ
れ
こ
そ
さ
い
ご
の
げ
ん
ざ
ん
の
た

め
な
る
べ
し
。
ま
こ
と
に
す
け
な
り
を
。
あ
に
と
み
た
て
ま
つ
ら

ん
も
。
今
ば
か
り
と
思
ひ
け
れ
ば
。
あ
に
が
ゝ
ほ
を
つ
く

ぐ
と

ま
ぼ
り
け
り
。
十
郎
も
又
お
と
ゝ
を
み
ん
も
こ
れ
を
か
ぎ
り
と
思

ひ
け
れ
ば
。
た
い
ま
つ
さ
し
あ
げ
つ
く

ぐ
見
。
な
み
だ
ぐ
み
け

り
。
た
が
ひ
の
心
の
う
ち
。
を
し
は
か
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。

(

巻
九)

十
郎
祐
成

す
け
な
り

と
五
郎
時
致

と
き
む
ね

の
兄
弟
は
、
敵
工
藤
祐
経

す
け
つ
ね

邸
へ
の
出
立
を
前

に
、
互
い
の
顔
を

｢

つ
く

ぐ
と
ま
ぼ｣

る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

『

去
来
抄』

の
一
句
に
見
え
る
肝
心
の

｢

時
鳥｣
は
物
語
に
は
登
場
し

な
い
。
去
来
は
こ
こ
に『

源
氏
物
語』

の
趣
向
を
借
り
た
の
だ
と
言
う
。

そ
れ
が
、｢

時
鳥
な
ど
も
う
ち
鳴
き
け
ん
か
し
と
、
源
氏
の
、
村
雨
の

軒
端
に
た
た
ず
み
給
ひ
し
を｣

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
源

氏
が
時
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
で
あ
ろ
う
と
紫
式
部
が
想
像
し
た
よ
う

に
、
き
っ
と
こ
の
場
面
で
も
時
鳥
が
鳴
い
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
の
箇
所
は
、
従
来
、
花
散
里
巻
の
一
場
面
を
指
す
も
の
と
解
釈
さ

れ
て
き
た
。

『

源
氏
物
語』

の

｢

花
散
里｣

に
よ
る
。
時
鳥
を
詠
ん
だ
歌
の
応

酬
が
あ
る
。『

曾
我
物
語』

に
は
時
鳥
は
出
な
い
の
で
、『

源
氏
物

語』

の
時
鳥
を

『

曾
我
物
語』

に
転
用
し
た
こ
と
に
な
る
。

(

日
本
古
典
文
学
全
集)

『

源
氏
物
語』

に
は
、
源
氏
が

｢

五
月
雨
の
空
、
珍
し
う
晴
れ
た

る
雲
間｣

に
、
花
散
里
を
訪
問
さ
れ
る
途
次
、
中
川
の
昔
の
女
の

宿
に
車
を
と
め
て
、
惟
光
に
案
内
を
乞
わ
せ
、｢

を
ち
返
り
え
ぞ

忍
ば
れ
ぬ
郭
公
ほ
の
語
ら
ひ
し
宿
の
垣
根
に｣

と
詠
み
、
女
が

｢

郭
公
語
ら
ふ
声
は
そ
れ
な
が
ら
あ
な
お
ぼ
つ
か
な
五
月
雨
の
空｣

と
答
え
る
条
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
た
も
の
か
。

(『

校
本
芭
蕉
全
集』

補
注)

『

源
氏
物
語』

花
散
里
巻
で
、
光
源
氏
が
五
月
雨
の
こ
ろ
の
晴
間

に
、
三
の
君

(

花
散
里)

を
訪
れ
る
途
中
、
中
川
に
住
む
昔
の
女

の
家
の
軒
端
に
立
ち
寄
っ
た
折
に
、
郭
公
が
鳴
い
た
の
で
、
郭
公

に
寄
せ
て
歌
を
贈
答
す
る
場
面
を
さ
す
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集)

そ
の
他
、
近
時
刊
行
さ
れ
た
小
室
善
弘

『

俳
句
入
門

芭
蕉
に
聴
く

�『

去
来
抄』
に
学
ぶ
作
句
法』

(

本
阿
弥
書
店
、
平
成
十
二
年)

、
品
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川
鈴
子

『｢

去
来
抄｣

と
と
も
に
�
俳
句
と
連
句
を
知
る
�』

(

ウ
エ
ッ

プ
、
平
成
十
六
年)

な
ど
で
も
、
同
じ
く
花
散
里
巻
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
次
に
掲
げ
る
昭
和
十
年
刊
の
宇
田
久

『

去
来
抄

新
講』

(

俳
書
堂)

あ
た
り
に
端
を
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の

｢

兄
弟
の｣
の
句
が

『

源
氏
物
語』

の
中
の
如
何
な
る
趣
を

借
り
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
確
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、

或
は
次
の
如
き

｢

花
散
る
里｣
の
趣
を
指
す
の
か
も
知
れ
ぬ
と
思

ふ
。
…
…

こ
こ
で
は

｢

指
す
の
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ｣
と
控
え
目
に
記
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
る
う
ち
に
次
第
に
通
説
化
し
た
も
の
と
お

ぼ
し
い
。

源
氏
物
語
の
ど
の
部
分
を
さ
し
て
ゐ
る
の
か
未
勘
。
村
雨
の
黄
昏
、

思
ふ
人
を
ひ
そ
か
に
訪
れ
る
源
氏
の
君
の
姿
を
漠
然
と
言
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
ら
う
か
。

(

岡
本
明

『

去
来
抄
評
釈』

三
省
堂
、
昭
和
二
十
四
年)

の
如
く
未
勘
と
す
る
も
の
も
若
干
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
概
ね
に
お

い
て
、
上
述
の
よ
う
に
花
散
里
巻
を
指
す
と
い
う
解
釈
は
諸
注
一
致
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二

前
節
宇
田
稿
の
引
用
末
尾
の
下
略
部
分
に
紹
介
さ
れ
、
諸
注
も
指
摘

す
る
花
散
里
巻
の
該
当
本
文
を
こ
こ
で
引
用
し
よ
う
。
テ
キ
ス
ト
は

『

湖
月
抄』

(

延
宝
元
年
跋
刊)

に
よ
る
。

さ
み
だ
れ
の
空
、
め
づ
ら
し
う
は
れ
た
る
雲
ま
に
、
わ
た
り
給
ふ
。

な
に
ば
か
り
の
御
よ
そ
ひ
な
く
う
ち
や
つ
し
て
、
御
前
な
ど
も
こ

と
に
な
く
し
の
び
た
ま
へ
り
。
…
…
ほ
ど
へ
に
け
る
を
、
お
ぼ
め

か
し
く
や
と
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
す
ぎ
が
て
に
や
す
ら
ひ
給
ふ
。

を
り
し
も
ほ
と
と
ぎ
す
な
き
て
わ
た
る
。
も
よ
ほ
し
き
こ
え
が
ほ

な
れ
ば
、
御
車
お
し
か
へ
さ
せ
給
ひ
て
、
例
の
こ
れ
み
つ
を
い
れ

給
ふ
。を

ち
か
へ
り
え
ぞ
忍
ば
れ
ぬ
時
鳥
ほ
の
か
た
ら
ひ
し
宿
の
か

き
ね
に

ま
た
、
こ
の
帖
に
お
い
て
時
鳥
は
次
の
一
節
に
も
現
れ
る
の
で
掲
げ

て
お
く
。
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ほ
と
と
ぎ
す
、
あ
り
つ
る
か
き
ね
の
に
や
、
お
な
じ
こ
ゑ
に
う
ち

な
く
。
し
た
ひ
き
に
け
る
よ
と
お
ぼ
さ
る
る
程
も
え
ん
な
り
か
し
。

｢

い
か
に
し
り
て
か｣

な
ど
、
し
の
び
や
か
に
う
ち
ず
し
給
ふ
。

た
ち
花
の
か
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
は
な
ち
る
里
を
た

づ
ね
て
ぞ
と
ふ

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
花
散
里
巻
説
に
は
、
い
く
つ
か
の
率
直
な
疑

問
が
思
い
浮
か
ぶ
。
ま
ず
第
一
に
、『

曾
我
物
語』

で
は

｢

村
雨｣

の

描
写
が
あ
る
の
に
対
し
、
花
散
里
巻
の
場
面
で
は
、｢

め
づ
ら
し
う
は

れ
た
る
雲
間｣

と
あ
っ
て
、
雨
天
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を

は
た
し
て
去
来
は

｢

源
氏
の
、
村
雨
の
軒
端
に
た
た
ず
み
給
ひ
し
を｣

な
ど
と
記
す
だ
ろ
う
か
。
二
に
、
場
所
も

｢

軒
端｣
で
は
な
い
。
源
氏

は
車
に
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
三
に
、
こ
こ
で
の
贈
答
の
相
手
は
ヒ
ロ

イ
ン
花
散
里
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
女
性
に
過
ぎ

な
い
。
物
語
上
重
要
で
な
い
こ
の
出
来
事
を
去
来
は

『

曾
我
物
語』
と

対
に
し
て
引
き
合
わ
せ
る
だ
ろ
う
か
。｢

討
ち
入
り
と
男
女
の
歌
の
応

答
で
は
だ
い
ぶ
様
子
が
ち
が
い
ま
す
が
、
闇
の
な
か
で
機
を
窺
っ
て
い

る
と
き
時
鳥
が
鳴
い
て
過
ぎ
る
、
と
い
う
状
況
に
似
た
と
こ
ろ
が
な
く

は
あ
り
ま
せ
ん｣

(

前
述

『

俳
句
入
門

芭
蕉
に
聴
く』)

と
い
っ
た
指

摘
も
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
討
ち
入
り
と
い
う
真
剣
な
状
況
と
不
似
合

い
の
感
は
否
め
ず
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
選
び
取
ら
れ
る
ほ
ど
の
印
象

的
な
場
面
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
を
典
拠
と
す
る
に
は
不
自
然
な
点
が
多
い
。
で

は
、
そ
の
他
に
ふ
さ
わ
し
い
場
面
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

三

私
は
以
下
に
掲
げ
る
蛍
巻
の
場
面
を
こ
の
箇
所
の
典
拠
と
し
て
考
え

た
い
。

こ
ゑ
は
せ
で
み
を
の
み
こ
が
す
蛍
こ
そ
い
ふ
よ
り
ま
さ
る
思

ひ
な
る
ら
め

な
ど
は
か
な
く
き
こ
え
な
し
て
、
御
身
づ
か
ら
は
ひ
き
い
り
給
ひ

に
け
れ
ば
、
い
と
は
る
か
に
も
て
な
し
給
ふ
う
れ
は
し
さ
を
、
い

み
じ
く
う
ら
み
き
こ
え
た
ま
ふ
。
す
き
ず
き
し
き
や
う
な
れ
ば
、

ゐ
た
ま
ひ
も
あ
か
さ
で
、
の
き
の
雫
も
く
る
し
さ
に
、
ぬ
れ
ぬ
れ

夜
ふ
か
く
出
で
給
ひ
ぬ
。
時
鳥
な
ど
か
な
ら
ず
う
ち
な
き
け
ん
か

し
。

細

草
子
ノ

地
也
。｢

五
月
雨
に
物
お
も
ひ
を
れ
ば
時
鳥
、
夜
深
く

な
き
て
い
づ
ち
行
く
ら
ん｣

の
心
に
て
書
け
り
。

玉
鬘
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
が
語
ら
れ
る
。
源
氏
の
弟
、
蛍
兵
部
卿
宮
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は
玉
鬘
の
よ
そ
よ
そ
し
い
様
子
に
、
夜
明
け
を
待
た
ず
、
邸
を
後
に
す

る
の
で
あ
っ
た
。
時
鳥
な
ど
も
き
っ
と
鳴
い
た
で
あ
ろ
う
よ
、
と
い
う

草
子
地
は
、
右

『

細
流
抄』

が
説
く
よ
う
に

｢

五
月
雨
に
…
…｣

の
歌

(『

古
今
集』
夏
、
紀
友
則)

を
引
歌
と
す
る
。
こ
こ
で
、｢

時
鳥
な
ど

も
う
ち
鳴
き
け
ん
か
し｣

と
い
う

『

去
来
抄』

の
表
現
が
、
こ
の
蛍
巻

本
文
と
ほ
ぼ
符
合
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
重
視
し
た
い
。
因
み

に
、
こ
の
箇
所
を『

源
氏
物
語
大
成』

校
異
篇
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、

肖
柏
本
以
外
の
青
表
紙
本
系
統
諸
本
は

『

湖
月
抄』

本
と
一
致
し
、
肖

柏
本
と
河
内
本
系
統
の
諸
本
に
は

｢
な
ど｣

が
な
い
。
ま
た
、
近
世
期

に
流
布
し
た
各
種
の
板
本
を
紙
焼
き
写
真
等
に
よ
っ
て
一
覧
す
る
と
、

『

絵
入
源
氏』

(

三
種)

や

『

首
書
源
氏
物
語』
(
寛
文
十
三
年
刊)

を

は
じ
め
伝
嵯
峨
本
、
無
刊
記
整
版
本
な
ど
主
要
な
伝
本
は

『

湖
月
抄』

同
様
、｢

な
ど
か
な
ら
ず｣

の
本
文
を
採
り
、｢

な
ど｣
が
な
い
の
は
い

ず
れ
も
古
活
字
版
の
九
州
大
学
文
学
部
蔵
本
・
久
邇
宮
家
旧
蔵
本
・
寛

永
中
刊
本

(

二
種)

の
四
本
に
留
ま
る
。
去
来
は

｢

な
ど｣

を
持
つ
本

の
う
ち
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
記
憶
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

『

去
来
抄』

が

｢

時
鳥
な
ど
も｣

と
す
る
箇
所
は
諸
本
す
べ
て

｢

時
鳥

な
ど｣

で
あ
り
、｢

も｣

を
持
つ
テ
キ
ス
ト
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。

同
様
に｢

か
な
ら
ず｣

を
持
た
な
い
テ
キ
ス
ト
も
全
く
な
い(

た
だ
し
、

九
大
本
の｢

か
な
ら
す｣

に
は
墨
筆
で
傍
ら
に
見
消
が
存
す
る)

の
で
、

そ
の
点
で
は
微
妙
な
差
異
を
残
し
て
い
る
。

ま
た
、
季
節

(

五
月
雨
の
頃
の
深
更)

と
場
所

(

軒
端)

も
両
者
は

合
致
す
る
の
で
あ
る
。｢

の
き
の
雫
も
く
る
し
さ
に｣

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
夜
は
雨
も
降
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
源
氏
と
弟
兵
部
卿
宮
と
い
う

い
わ
ば

｢

源
氏
兄
弟｣

の
場
面
で
あ
り
、
曾
我
兄
弟
と
対
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
通
説
の
花
散
里
巻
よ
り
は
、
不

似
合
い
の
中
に
も
一
定
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
一
つ
不
自
然
な
点
が
あ
る
。
こ
の
蛍
巻
で
軒
端
に
佇
む
の

は
源
氏
で
な
く
、
弟
の
蛍
兵
部
卿
宮
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、｢

源

氏
の
、
村
雨
の
軒
端
に
た
た
ず
み
給
ひ
し
を｣

と
し
て
は
っ
き
り

｢

源

氏｣

と
あ
る
の
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
あ
る
い
は
こ
の
点
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
典
拠
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

単
純
な
人
物
の
取
り
違
え
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で

一
つ
の
推
定
も
成
り
立
つ
。
こ
の
箇
所
を
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
去

来
自
筆
稿
本
に
就
い
て
確
認
す
る
と
、
本
文
の
上
部
に

｢

光
君
の
村
雨

の
軒
端
に
た
ゝ
す
ひ
給
ひ
し
を｣

と
挿
入
が
あ
っ
て
、｢

光
君｣

を
墨

線
で
消
し
て

｢

源
氏｣

に
書
き
改
め
て
い
る

(

図
版)

。
そ
し
て
興
味

深
い
こ
と
に
、
去
来
が
他
に
文
中
で

｢

源
氏｣

と
記
す
時
、
そ
れ
は
作

品
と
し
て
の

『

源
氏
物
語』

を
指
す
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
、『

校
本
芭
蕉
全
集』

に
よ
っ
て

｢

源
氏｣
関
連
の
語
を
検

す
る
と
、

た
と
へ
ば
、『

源
氏』
『

栄
花
物
語』

等
の
た
め
し
い
だ
し
候
間
、
…
…

(

浪
化
宛
去
来
書
簡)

『

さ
る
み
の
集』

に
、『

源
氏』

を
下
心
に
ふ
く
み
た
る
句

(

御)

ざ
候
よ
し
、
…
…

(

浪
化
宛
去
来
書
簡)

『

源
氏』

な
ど
の
事
下
心
に
ふ
く
み
被
レ

遊
候
事
、
…
…

(

浪
化
宛
去
来
書
簡)

此
も

『

源
氏』

の
内
よ
り
お
も
ひ
よ
ら
れ
候
。
…
…

(

浪
化
宛
去
来
書
簡)

『

源
氏』

若
菜
巻
に
、｢

友
ま
つ
雪
の
…
…

(

宇
陀
の
法
師)

紅
葉
賀
に
、
源
氏
、
源
内
侍
が
方
へ
忍
び
玉
ふ
時
、
…
…

(

宇
陀
の
法
師)

『

う
つ
ぼ』

『

竹
取』

『

源
氏』

『

狭
衣』

の
類
、
皆
�
連
哥
の
文
法

也
。
…
…

(

宇
陀
の
法
師)

源
氏
の
ま
き

く
に
心
を
と
ゞ
め
ね
ば
さ
も
有
べ
し
。
…
…

(�

の
松
原)

光
る
君ぎ

み(

天
理
本

｢

光
君｣)

も
五
月
雨
の
つ
れ

ぐ
侘
給
ふ
事
、

…
…

(

十
八
番
発
句
合)

ひ
か
る
。
お
源
の
物
語
に
も
。
小
野
に
鹿
の
け
し
き
を
。
…
…

(

貝
お
ほ
ひ)
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去
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抄
覆
製
附
解
説
並
釈
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に
よ
る)



と
い
っ
た
例
が
得
ら
れ
、
去
来
書
簡
四
例
は
い
ず
れ
も
作
品
と
し
て
の

『

源
氏
物
語』

を
示
し
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
去
来
は
こ
こ
を
一
旦
源
氏
の
所
作
と
し
た
も
の
の
、

後
で
蛍
兵
部
卿
宮
の
そ
れ
と
気
づ
き
、
書
名
と
し
て
の

『

源
氏
物
語』

の
意
味
で

｢

源
氏｣
と
改
め
る
と
い
う
操
作
を
施
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
仮
に
改
変
後
の

｢
源
氏｣

を

『

源
氏
物
語』

と
解
し
た
と
し
て

も
、
文
章
と
し
て
整
わ
ず
、
問
題
が
解
消
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
け
れ

ど
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
訂
正
に
は
人
物
と
し
て

｢

光
源
氏｣

と
は
っ

き
り
指
し
示
す
意
味
合
い
を
薄
め
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
も
そ
も
去
来
自
筆
稿
本
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
こ
の
部

分
は
余
白
に
書
き
込
ま
れ
た
挿
入
句
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で

｢

う

ち
鳴
き
け
ん
か
し｣

の
表
現
を
重
く
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
誰
か
と
特

定
す
る
こ
と
は
こ
の
際
取
り
立
て
て
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
考
え
る
時
、
宇
田
氏
前
掲
書
等
が
底
本
と
し
た
板
本

『

去

来
抄』

(

安
永
四
年
刊)

に
、
本
文
に
組
み
込
ま
れ
た
形
で

｢
む
か
し

光、
源、
氏、
の
…
…｣

(

傍
点
筆
者)

と
あ
る
事
は
、
そ
れ
が
蛍
兵
部
卿
宮

の
所
作
を
指
す
可
能
性
を
遠
ざ
け
、
間
接
的
に
で
あ
れ
、
花
散
里
巻
説

を
擁
護
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
去
来
は
句
作
り
に
際
し
、
こ

の
蛍
巻
の
場
面
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
よ

う
に
、｢

全
集｣

の
頭
注
は
、『

源
氏
物
語』

に
現
れ
る
時
鳥
を
、
時
鳥

の
現
れ
な
い

『

曾
我
物
語』

に
転
用
し
た
と
説
く
が
、
去
来
の
説
明
を

丁
寧
に
読
め
ば
、
こ
こ
は
む
し
ろ
ど
ち
ら
に
も
時
鳥
が
現
れ
な
い
こ
と

に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。｢

思
ひ
や
る｣

に
つ
い
て
は

『

増
補

下
学
集』

(

寛
文
九
年
刊)

、『

書
言
字
考
節
用
集』

(

享
保
二
年
刊)

な

ど
に

｢

想
像｣

と
い
う
字
が
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
、『

曾
我
物
語』

に

は
鳴
い
た
と
の
明
示
が
な
い
時
鳥
が
、
き
っ
と｢

う
ち
鳴
き
け
ん
か
し｣

、

と

｢

思
ひ
や｣

る
構
造
な
の
で
あ
る
。
一
句
の
解
は

｢

ち
ょ
う
ど

『

源

氏
物
語』

の
同
じ
村
雨
の
場
面
で
紫
式
部
が

｢

、
う、
ち、
鳴、
き、
け、
ん、
か、
し、｣

、

と、
い、
う、
言、
葉、
で、
想、
像、
し、
た、
よ、
う、
に、
、
き
っ
と
こ
の
時
も
、
緊
張
の
中
を

ま
る
で
討
ち
入
り
の
合
図
で
あ
る
か
の
よ
う
に
時
鳥
が
一
声
鋭
く
鳴
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と、
私、
も、
想、
像、
す、
る、｣

と
い
っ
た
文
脈
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
こ
そ

｢

思
ひ
や
り
た
る
趣｣

云
々
の
説
明
が

初
め
て
生
き
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
去
来
が
一
句
に
込
め
た
面

白
さ
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

た
む
ら

た
か
し
・
本
学
専
門
研
究
員
、
福
岡
教
育
大
学
非
常
勤
講
師)
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