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１
　
は
じ
め
に

『
徒
然
草
』
は
話
題
の
幅
が
広
く
、
自
由
な
視
点
で
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
つ
い
て
の
意
見
や
感
想
が
書
か
れ
て
お
り
、
中
学
生
が
当
時
の

人
々
の
生
活
や
考
え
方
を
知
る
う
え
で
適
当
な
教
材
で
あ
る
。
作
者
兼
好

法
師
の
文
章
は
簡
潔
で
わ
か
り
や
す
く
、
主
張
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

し
か
し
、
理
路
整
然
と
書
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
作
者
の
も
の
の
考
え

方
や
当
時
の
時
代
背
景
な
ど
が
補
わ
れ
て
、
初
め
て
理
解
で
き
る
段
も

多
い
。

そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
古
典
は
難
し
い
と
指
導
者
が
思
い
込
ん
で
し
ま

い
、
一
方
的
に
知
識
を
教
え
込
ん
で
し
ま
う
授
業
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

文
章
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
十
分
に
与
え
な
が
ら
も
、

自
分
で
読
み
、
内
容
を
筋
道
立
て
て
理
解
す
る
手
順
を
踏
ま
せ
、
作
者
の

も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
迫
る
こ
と
で
、「
考
え
る
力
を
育
む
」
学
習
を

展
開
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。

２
　
指
導
の
目
標

『
徒
然
草
』
を
読
む
（
二
年
生
）

〈
指
導
の
目
標
〉

○
作
者
が
ど
ん
な
思
い
で
出
来
事
を
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
意
見
や
感
想

を
も
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
。

○
作
者
の
意
見
や
感
想
を
、
省
略
さ
れ
た
言
葉
を
補
い
な
が
ら
説
明
す
る

技
能
を
育
て
る
。

○
作
者
の
考
え
に
対
し
て
、
自
分
な
り
の
感
想
を
も
つ
。

３
　
指
導
の
実
際

（
１
）
基
本
的
学
習
と
し
て
　

『
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
』
第
五
十
二
段

◎
作
者
の
考
え
を
、
視
点
を
変
え
て
リ
ラ
イ
ト
す
る

『
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
』
と
し
て
親
し
ま
れ
る
『
徒
然
草
』
第
五
十
二

段
は
、
古
語
の
意
味
が
わ
か
っ
て
も
、
学
習
者
が
一
人
読
み
を
す
る
に
は

な
か
な
か
難
し
い
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
石
清
水
八
幡
宮
」
の
独
特

の
伽が

藍ら
ん

配
置
を
学
習
者
が
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
章
か
ら
推
察
す
る

に
、
作
者
の
周
り
で
は
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
当
時
は

神
仏
混こ

ん

淆こ
う

で
あ
っ
た
た
め
神
社
の
境
内
に
寺
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
本
殿
だ

け
が
山
の
上
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
も
含
め
、
地
図
と
解
説
が
必
要
と
な

る
。
教
科
書
に
も
立
体
的
で
わ
か
り
や
す
い
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
段
で
作
者
が
述
べ
た
か
っ
た
内
容
を
学
習
者
が

自
分
の
言
葉
で
再
構
成
し
、
ま
と
め
る
学
習
を
試
み
た
。

〈
指
導
の
流
れ
〉

第
一
次
　
十
分
に
音
読
す
る

古
典
で
は
、
十
分
に
音
読
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
繰
り
返
し
音

読
す
る
こ
と
で
古
文
独
特
の
言
葉
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
ら
せ
、
文
章
の

流
れ
や
意
味
の
か
た
ま
り
を
と
ら
え
さ
せ
た
い
。
今
回
は
、
作
者
が
伝

え
た
か
っ
た
内
容
を
考
え
な
が
ら
読
む
よ
う
に
指
示
し
た
。

第
二
次
　
構
成
を
と
ら
え
る

三
つ
の
段
落
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
述
べ
て
い
る
の
か
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
ま
と
め
さ
せ
た
。
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
話
し
手
（
主
語
）

を
確
認
さ
せ
た
。（
傍
線
部
）

第
一
段
落
　
仁
和
寺
の
法
師
が
、
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
た
こ
と
。

第
二
段
落
　
仁
和
寺
の
法
師
が
、
仲
間
に
向
か
っ
て
石
清
水
参
詣
の
様
子

を
語
っ
た
こ
と
。

第
三
段
落
　
作
者
が
、
そ
の
話
を
聞
い
て
考
え
た
こ
と
。

文
章
の
内
容
を
こ
こ
ま
で
整
理
す
る
と
、
第
三
段
落
の
作
者
の
意
見
と
、

第
一
、
第
二
段
落
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
関
係
を
構
成
上
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
文
章
の
簡
潔
さ
ゆ
え
に
な
ぜ
作
者
が
そ
の

よ
う
に
考
え
た
の
か
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
。
伽
藍
配
置

の
知
識
が
な
け
れ
ば
、「
法
師
」
の
勘
違
い
が
見
え
な
い
の
だ
。

初
発
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
最
後
の
一
行
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
と

い
う
者
が
半
数
近
く
い
た
。
ま
た
、
わ
か
ら
な
い
語
句
と
し
て
「
先
達

（
そ
の
道
の
先
導
者
）」
を
挙
げ
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
辞
書
を
引

く
こ
と
で
「
案
内
人
」
と
言
い
換
え
て
授
業
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。

第
三
次
　
視
点
を
変
え
て
リ
ラ
イ
ト
す
る

「
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
」
と
あ
る
が
、
も
し
、
そ
う
で

あ
っ
た
な
ら
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
を
、
教
科
書

の
図
も
参
考
に
し
な
が
ら
考
え
さ
せ
、
作
者
の
意
見
を
「
も
し
先
達
が

い
た
な
ら
」
に
続
け
て
書
き
換
え
て
み
る
よ
う
指
示
し
た
。

Ａ
　
も
し
先
達
（
案
内
人
）
が
い
た
な
ら
、
法
師
は
石
清
水
八
幡
宮
に
参

詣
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

最
も
多
か
っ
た
解
答
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
「
法
師
」
が
な
ぜ
参
詣
で

き
な
か
っ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
助
言
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
書
き
換
え
た
。

Ｂ
　
も
し
先
達
（
案
内
人
）
が
い
た
な
ら
、
法
師
は
石
清
水
八
幡
宮
が
山

の
上
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
参

る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
初
発
の
感
想
に
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
見
ら
れ
た
。

・
仁
和
寺
の
法
師
に
、
本
当
は
ま
だ
石
清
水
八
幡
宮
に
参
っ
て
い
な
い
こ

と
を
（
作
者
や
法
師
の
仲
間
が
）
教
え
て
あ
げ
れ
ば
い
い
の
に
。

・
仁
和
寺
の
法
師
は
、
も
う
一
度
石
清
水
八
幡
宮
に
行
っ
て
、
き
ち
ん
と

参
れ
ば
い
い
と
思
っ
た
。

こ
の
感
想
を
紹
介
す
る
と
、
共
感
す
る
生
徒
が
多
数
い
た
。「
で
は
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
展
開
し
な
い
の
か
。」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
生
徒
は

活
発
に
意
見
を
述
べ
合
っ
た
。

省
略
さ
れ
た
言
葉
を
補
っ
て
、

作
者
の
考
え
に
迫
る
指
導

│
古
人
の
考
え
方
に
学
ぶ
│
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・
作
者
は
法
師
の
話
を
笑
い
話
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
何
も
知
ら
な
い

法
師
の
自
慢
話
を
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
。

・
作
者
は
う
わ
さ
を
聞
い
た
だ
け
で
、
実
際
に
そ
の
法
師
と
は
会
っ
て
い

な
い
の
だ
か
ら
、
し
か
た
が
な
い
。

・「
年
寄
る
ま
で
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
法
師
は
と
て
も
年
を
と
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
も
う
一
度
遠
い
石
清
水
八
幡
宮
ま
で
行
く

の
は
無
理
だ
と
思
う
。

・
満
足
し
て
い
る
年
寄
り
に
、「
あ
な
た
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
の

は
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
。

作
者
は
、『
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
』
や
そ
の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
。
と
ら
え
方
は
描
写
に
反

映
す
る
。
そ
こ
で
、
作
者
は
「
法
師
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の

か
、
つ
ま
り
読
み
手
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
た
い
の
か
を
、
言
葉
を
根
拠
に

し
な
が
ら
洗
い
出
す
よ
う
指
示
し
た
。
実
際
に
は
、
教
科
書
に
傍
線
を
引

い
て
、
横
に
気
づ
い
た
こ
と
を
書
き
込
む
作
業
で
あ
る
。

「
年
寄
る
ま
で
石
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
心
う
く
覚
え
て
」
や

「
ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
、
神
へ
参
る
こ
そ
本
意
な
れ
と
思
ひ
て
、
山
ま
で

は
見
ず
。」
な
ど
か
ら
、「
法
師
」
の
一
人
合
点
し
て
し
ま
う
愚
か
さ
と
と

も
に
、
信
心
深
い
姿
や
、
無
邪
気
で
憎
め
な
い
人
柄
も
浮
か
ん
で
く
る
。

授
業
の
一
連
の
流
れ
は
、
作
者
の
執
筆
の
意
図
に
迫
る
学
習
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
度
、
作
者
の
意
見
を
リ
ラ
イ
ト
さ
せ
て
み
る
。

Ｃ
　
も
し
「
先
達
」
が
い
た
な
ら
、
法
師
は
石
清
水
八
幡
宮
が
山
の
上
に

あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
参
る
こ
と

が
で
き
た
だ
ろ
う
。
信
心
深
い
老
法
師
が
、
長
年
の
希
望
を
か
な
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
気
の
毒
な
こ
と
で
あ
る

Ｃ
　
も
し
「
先
達
」
が
い
た
な
ら
、
法
師
は
石
清
水
八
幡
宮
が
山
の
上
に

あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
参
る
こ
と

が
で
き
た
だ
ろ
う
。
勘
違
い
か
ら
せ
っ
か
く
の
信
心
が
無
駄
に
終
わ
っ

て
し
ま
い
、
残
念
で
あ
る
。

そ
し
て
、
作
者
の
思
い
は
「
少
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し

き
こ
と
な
り
。」
へ
と
続
く
の
で
あ
る
。

（
２
）
発
展
学
習
と
し
て
　

「
神
無
月
の
こ
ろ
」
第
十
一
段

「
公
世
の
二
位
の
せ
う
と
に
」
第
四
十
五
段

◎
複
数
の
段
を
比
較
し
て
読
む
こ
と
で
、
作
者
の
考
え
を
読
み
取
る

第
十
一
段
「
神
無
月
の
こ
ろ
」
も
、
作
者
の
意
見
「
こ
の
木
な
か
ら
ま

し
か
ば
、
と
覚
え
し
か
。」
で
文
章
が
終
わ
る
。
同
様
に
「
こ
の
木
が
な

か
っ
た
な
ら
ば
」
に
続
け
て
、
作
者
の
意
見
を
リ
ラ
イ
ト
す
る
こ
と
で
、

執
筆
の
意
図
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
段
中
程
の
「
か

く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
、
と
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
」、「
少
し
こ
と
さ
め

て
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
作
者
の
心
の
変
化
を
読
み
取
ら

せ
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
も
『
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
』
と
同
様
、

簡
潔
で
あ
る
が
ゆ
え
に
作
者
の
真
意
が
わ
か
り
に
く
い
。
作
者
が
「
い
ほ

り
」
の
何
に
感
動
し
て
「
あ
は
れ
」
と
書
い
た
の
か
、
な
ぜ
「
こ
の
木
」

の
存
在
を
嘆
く
の
か
、
学
習
者
に
と
っ
て
こ
の
段
の
み
か
ら
理
解
す
る
の

は
難
し
い
。

作
者
の
人
生
観
や
住
居
観
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
の
段
に

は
、
読
み
解
く
手
が
か
り
と
し
て
二
つ
の
文
章
を
現
代
語
訳
と
語
釈
を
つ

け
て
提
供
し
た
。
一
つ
は
、『
徒
然
草
』
第
十
段
「
家
居
の
つ
き
づ
き
し

く
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮
の
宿
り
と
は
思
へ
ど
、
興
あ
る
も
の
な
れ
。」

に
続
く
文
章
で
、
作
者
が
「
心
に
く
し
（
奥
ゆ
か
し
く
て
す
ば
ら
し
い
）」

と
感
じ
る
住
居
の
あ
り
方
や
庭
の
様
子
な
ど
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
は
、
同
じ
く
第
十
八
段
「
人
は
お
の
れ
を
つ
づ
ま
や
か
に
し
、
お
ご

り
を
退
け
て
、
財
（
た
か
ら
）
を
持
た
ず
、
世
を
む
さ
ぼ
ら
ざ
ら
ん
ぞ
、

い
み
じ
か
る
べ
き
。」
に
続
く
文
章
で
、
清
廉
を
貫
い
た
中
国
の
二
人
の

賢
人
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
参
照
す
る
二
つ
の
文
章
に
表
れ
た
作
者
の
考
え
方
に
傍
線
を
引

き
、
全
員
で
確
か
め
合
っ
た
。
そ
の
後
、
三
つ
の
段
を
比
較
し
な
が
ら
読

む
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
学
習
者
は
、「
い
ほ
り
」
を
訪
ね
た
と
き
の
作
者

の
心
情
の
変
化
を
、
自
分
で
言
葉
を
補
い
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
さ
ら
に
「
作
者
が
あ
こ
が
れ
て
い
る
暮
ら
し
方
」
に
つ
い
て
話
し
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
「
読
み
」
を
確
か
め
合
わ
せ
た
。
現
代
を

生
き
る
自
分
た
ち
と
比
べ
、「（
物
を
）
持
た
な
い
」
こ
と
を
よ
し
と
す
る

作
者
の
生
き
方
に
、
学
習
者
は
新
鮮
な
感
動
を
覚
え
た
よ
う
で
あ
る
。

『
徒
然
草
』
第
四
十
五
段
「
公
世
の
二
位
の
せ
う
と
に
」
の
よ
う
に
、

作
者
の
意
見
が
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
段
も
発
展
教
材
に
適
し
て
い
る
。

こ
の
段
階
に
な
る
と
、
生
徒
も
学
習
の
流
れ
を
把
握
し
、
内
容
を
と
ら
え

な
が
ら
、
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
補
っ
て
作
者
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
読
み
深
め
る
作
業
を
繰
り

返
す
中
で
、
作
者
の
考
え
方
や
感
じ
方
を
漠
然
と
な
が
ら
わ
か
っ
て
き
て

い
る
。
作
者
が
、
呼
称
が
気
に
入
ら
ず
次
々
と
対
策
を
講
じ
る
良
覚
僧
正

の
姿
を
ど
う
見
て
い
る
か
、
む
き
に
な
っ
て
怒
る
良
覚
僧
正
を
嘲
笑
す
る

よ
う
に
呼
称
を
つ
け
続
け
る
周
り
の
「
人
」
を
ど
う
見
て
い
る
か
を
話
し

合
わ
せ
な
が
ら
、「
作
者
は
こ
の
出
来
事
に
ど
ん
な
感
想
を
も
っ
た
の
だ

ろ
う
」
と
問
い
か
け
た
。
こ
こ
で
は
、
兼
好
法
師
と
い
う
人
物
が
「
悪
口

は
い
け
な
い
」
の
よ
う
な
場
当
た
り
的
な
常
識
論
よ
り
も
、
賢
さ
や
愚
か

さ
も
含
め
た
人
間
の
生
き
方
に
ま
で
言
及
す
る
よ
う
な
意
見
や
感
想
を
述

べ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
や
こ
と
わ
ざ
が
挙
が
っ
た
。
根
拠
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
説
得
力
の
あ

る
も
の
を
複
数
、
学
習
者
た
ち
に
選
ば
せ
る
形
で
ま
と
め
た
。
そ
の
後
、

こ
の
文
章
の
感
想
を
述
べ
合
っ
た
が
、
学
習
者
た
ち
は
展
開
に
は
お
も
し

ろ
み
を
感
じ
な
が
ら
も
、
比
較
的
良
覚
僧
正
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
。

４
　
お
わ
り
に

長
い
時
を
経
て
今
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
文
学
は
、
人
間
の
普
遍
的

な
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
文
学
に
劣
ら
ぬ
深
い
叡え

い

智ち

と
人
間

的
な
感
情
に
満
ち
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
代
を
生
き
る
中
学
生
に
も

共
感
で
き
る
も
の
も
多
く
、
作
者
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
、
ひ
い
て
は

人
生
観
に
学
ぶ
こ
と
も
多
い
。

主
語
や
助
詞
を
補
い
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
理
解
す
る
こ
と

も
、
初
期
の
段
階
で
は
大
切
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
当
時
の
人
々
の
生
き
方

を
、
古
典
な
ら
で
は
の
言
葉
と
時
代
背
景
の
中
で
読
み
取
り
、
楽
し
ん
だ

り
考
え
た
り
で
き
る
態
度
や
技
能
を
育
て
る
古
典
学
習
で
あ
り
た
い
。
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