
は 

じ 

め 

に

徒
然
草
は
古
典
文
学
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
、
多
く
の
読
者
を
持
つ
味
わ
い
深
い
作
品
で
あ
る
が
、
作
者
兼
好

と
は
何
者
な
の
か
と
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
通
説
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、
改
め
て
見
直
す
必
要
に
迫
ら

れ
て
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
思
想
的
背
景
、
さ
ら
に
家
系
や
生
国
な
ど
伝
記
的
な
こ
と
も
含
め
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
表
現
の
端
々
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
兼
好
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の

教
養
を
身
に
つ
け
、
下
層
な
が
ら
も
公
家
社
会
と
関
係
を
も
ち
、
朝
廷
の
儀
礼
や
法
制
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と

は
、
そ
の
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
る（

１
）。

も
と
も
と
、
徒
然
草
は
兼
好
没
後 

一
〇
〇
年
く
ら
い
経
っ
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

ま
で
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
一
五
世
紀
中
頃
、
正
徹
（
一
三
八
一
～
一
四
五
九
）
が
そ
こ
に
中
世
的

美
意
識
が
濃
く
表
れ
て
い
る
と
見
た
よ
う
に
、
歌
論
の
世
界
に
お
い
て
そ
れ
が
享
受
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
多
く
の
注
釈
書
が
生
ま
れ
る
の
は
近
世
初
頭
以
降
で
あ
り
、
そ
の
評
価
は
時
代
の
価
値
観
と
と
も
に
変

遷
す
る
。
た
と
え
ば
、
早
く
は
立
安
の
『
寿
命
院
抄
』（
一
六
〇
四
）
で
、「
兼
好
得
道
の
大
意
は
、
儒
釈
道
の

�　
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三
を
兼
備
す
る
者
」
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
現
実
的
な
教
訓
書
と
し
て
読
も
う
と
試
み
、
松
永
貞
徳
の
『
慰
草
』

（
一
六
五
二
）
は
、
一
般
の
人
々
の
生
活
指
針
と
な
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
そ
れ
を
和
ら
げ
た
解
釈
を
展
開
し
て

歓
迎
と
流
布
を
得
た
。
以
後
、
し
だ
い
に
兼
好
は
道
念
の
人
か
ら
文
芸
人
、
さ
ら
に
は
く
だ
け
た
一
面
を
持
つ

粋
人
と
し
て
も
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
徒
然
草
に
は
、
広
い
視
野
と
柔
軟
な
思
考
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が

人
々
に
種
々
の
関
心
を
抱
か
せ
て
き
た
と
い
え
る（

２
）。

そ
も
そ
も
、
徒
然
草
と
兼
好
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
挙
げ
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
れ
が
矛
盾
に
み
え
る
と
し
て
も
、
兼
好
の
な
か
で
は
ひ
と
つ
の
動

機
、
根
本
的
な
衝
動
の
も
と
に
、
自
己
の
「
自
然
」
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
表
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
あ
る
意
味
で
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
内
包
さ
れ
た
も
の
で
、
兼
好
は

そ
れ
を
自
分
な
り
の
し
か
た
で
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
こ
そ
が
兼
好
の
独
自
性
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
よ
い（

３
）。

王
朝
文
学
か
ら
中
世
文
学
へ
の
流
れ
の
な
か
に
徒
然
草
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
徒
然

草
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
改
め
て
検
討
す
べ
き
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
と
関
連
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

の
が
「
無
為
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
兼
好
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
第
一
章
で
は
「
つ
れ
づ

れ
」
か
ら
「
無
為
」
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
。
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さ
ら
に
、「
徒
然
草
と
老
荘
」（
第
二
章
）、「
徒
然
草
の
時
代
」（
第
三
章
）
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
兼
好

が
「
無
為
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
老
荘
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
そ
れ
を
い
か
に
自
ら
の
思
考
に

生
か
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
彼
の
生
き
た
時
代
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
無
為
」
と
い
う
あ
り
方
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
自
ず
と
「
自
然
」
と
は
何
か
が
み
え
て
く
る
。

つ
ま
り
、
何
が
自
然
で
あ
り
、
何
が
不
自
然
で
あ
る
か
の
自
覚
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
、
兼
好
に
と
っ

て
の
自
由
な
生
き
方
へ
の
ヒ
ン
ト
も
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

無
為
は
、
一
般
的
に
は
何
も
し
な
い
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、「
無
為
無
策
」「
無
為
徒
食
」
と
い
っ
た
語
が

示
す
と
お
り
、「
無
為
に
過
ご
す
」
こ
と
や
「
無
為
な
日
常
生
活
」
は
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ま
た
、
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
作
為
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
老
荘
で
は
「
無
為
自
然
」
と
し
て
思
想
の
根

幹
を
な
す
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
心
を
無
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
へ
の
執
着
を
断
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
心
を
虚
に
し
て
万
物
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
一
方
で
、
仏
教
の
根
本
を
空
と
と

ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
無
為
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
ら
わ
れ
の
な
い
す
が
た
で
あ

り
、
般
若
の
智
慧
で
は
「
智
も
な
く
得
も
な
し
」
と
い
っ
た
否
定
を
前
提
と
し
、
と
り
た
て
て
い
う
こ
と
で
は

な
い
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
こ
そ
が
ま
さ
に
実
相
で
あ
り
、
絶
対
的
な
こ
と
で
あ
る
と
も
受
け
と
め
ら
れ
た
。
し

た
が
っ
て
ま
た
、「
無
為
」
は
修
行
の
果
て
に
た
ど
り
着
く
べ
き
菩
提
の
あ
り
方
と
も
な
る
。



　�v

徒
然
草
は
無
常
観
の
文
学
と
も
い
わ
れ
、
無
常
と
い
う
観
点
か
ら
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
が
、
思
想
的
に
は
、
仏
教
以
外
に
儒
教
・
老
荘
・
神
道
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
り
、
兼

好
が
生
き
た
当
時
の
複
雑
な
政
治
情
勢
や
思
想
状
況
が
背
景
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
無
常
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

も
、
兼
好
が
自
ら
の
人
生
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
、
そ
の
時
代
や
社
会
を
ど
う
と
ら
え
、
そ
れ

と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る（

４
）。

ま
た
そ
の

こ
と
が
、
兼
好
独
自
の
も
の
の
見
方
な
り
考
え
方
を
作
り
上
げ
る
う
え
で
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
彼
が
ほ
ん
ら
い
求
め
つ
づ
け
た
も
の
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
無
為
」
と
ど
う
つ
な

が
る
の
か
を
、「
徒
然
草
と
無
常
」（
第
四
章
）、「
徒
然
草
の
「
道
」」（
第
五
章
）
で
考
え
る
。

兼
好
が
、
仏
教
、
老
荘
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
内
面
化
し
た
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
が
、

「
つ
れ
づ
れ
」
を
突
き
詰
め
て
い
く
な
か
で
、「
無
為
」
と
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
行
動
に
結
び
つ
け
、
あ

る
い
は
そ
の
生
き
方
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
想
定
し
う
る
。
無
と
い
い
空
と
い
っ
て
も
、
中
国
で

仏
教
が
受
容
さ
れ
た
六
朝
時
代
に
お
い
て
、
老
荘
の
無
を
通
じ
て
仏
教
の
空
を
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
老
荘
に
お
い
て
は
精
進
努
力
の
末
に
真
理
を
体
得
す
る
と
い
う
考
え
は
な
か
っ

た
。
こ
と
さ
ら
に
人
為
的
な
努
力
を
す
る
の
か
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
な
ら
、
そ
い
う
い
う
こ
と
を
し
な
い

の
が
老
荘
的
な
意
味
で
の
「
無
為
」
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
自
力
か
他
力
か
と
い
う
議
論
を
こ
え
た
と
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こ
ろ
に
、「
自
然
」
の
ほ
ん
ら
い
の
す
が
た
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
兼
好
が
「
た
だ
今
の
一
念
」
を
強

調
す
る
の
も
、
厳
し
い
修
行
に
人
を
誘
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
生
死
を
切
実
に
感
得
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
の
こ
の
生
を
「
楽
し
ぶ
」
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
兼

好
に
と
っ
て
の
「
無
為
」
は
、
む
し
ろ
人
間
自
然
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
を
つ
け
、
そ
の
う
え
に
立

つ
覚
悟
あ
っ
て
こ
そ
の
「
無
為
」
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
兼
好
に
と
っ
て
「
自
然
」
と
は
何
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
自
ず
と
表
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注（
１
）　

小
川
剛
生
『
兼
好
法
師
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
七
）
に
よ
れ
ば
、
兼
好
は
同
時
代
史
料
に
は
断
片
的
に
し
か
現
れ
ず
、
徒

然
草
に
つ
い
て
史
上
初
め
て
言
及
し
、
自
ら
そ
れ
を
書
写
し
た
正
徹
は
、「
在
俗
時
の
兼
好
の
こ
と
を
滝
口
の
ご
と
き
「
侍
」
と

も
み
な
し
て
い
た
」

（
２
）　

川
平
敏
文
『
兼
好
法
師
の
虚
像
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
）「
南
朝
忠
臣
説
的
な
兼
好
像
は
『
園
太
暦
』
偽
文
に
根
ざ
し
て
い
た
。

そ
れ
を
否
定
す
る
論
調
が
一
般
的
に
定
着
す
る
の
は
、
藤
岡
作
太
郎
『
鎌
倉
室
町
時
代
文
学
史
』（
大
正
四
、
一
九
一
五
）
以
降

で
あ
ろ
う
」

（
３
）　

小
林
智
昭
「
徒
然
草
の
主
題
と
思
想
」（「
國
文
学
」
一
九
七
〇
、
三
月
号
）「「
実
在
は
矛
盾
で
あ
り
、
矛
盾
が
深
け
れ
ば
深
い

ほ
ど
真
実
在
で
あ
る
」（
西
田
幾
多
郎
）
と
す
る
な
ら
ば
、
徒
然
草
に
み
る
こ
の
種
の
矛
盾
の
深
さ
は
、
作
者
の
自
覚
の
強
さ
と

あ
い
ま
っ
て
作
品
の
真
実
性
を
強
調
こ
そ
す
れ
、
け
っ
し
て
そ
の
価
値
を
そ
こ
な
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
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（
４
）　

島
内
裕
子
『
徒
然
草
の
内
景
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
四
）「
現
代
の
兼
好
観
・
徒
然
草
観
も
大
別
し
て
二
つ
あ
る
。

孤
高
の
文
学
者
に
よ
る
鋭
い
美
意
識
と
深
遠
な
思
索
の
書
物
と
し
て
の
徒
然
草
観
が
あ
る
一
方
で
、
も
っ
と
気
さ
く
な
人
生
の
表

裏
に
通
じ
た
人
物
に
よ
る
日
常
的
で
軽
い
滑
稽
味
を
帯
び
た
書
物
と
し
て
の
徒
然
草
観
が
あ
る
。
徒
然
草
自
体
の
中
に
こ
れ
ら
の

両
面
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
じ
た
現
象
で
あ
る
」「
兼
好
は
仏
教
の
み
に
自
己
の
精
神
的
基
礎
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
老
荘
思
想
に
も
か
な
り
惹
か
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
は
、
儒
教
的
な
価
値
観
も
持
っ
て
い
る
。
ど
れ
か
一
つ
に
集
約
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」



徒
然
草
の
つ
れ
づ
れ
と
無
為
─
兼
好
に
と
っ
て
自
然
と
は
何
か
─　
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