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本
稿
は
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
説
話
に
関
し
、
個
々
の
分
析
を
通
し
て
全
体
の
特
質
を
解
き
明
か
し
、

作
品
形
成
の
在
り
方
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
、
下
二
編
に
よ
り
成
る
。
上
編
で
は
、『
徒

然
草
』
の
い
わ
ゆ
る
「
第
一
部
」
の
第
一
段
、
第
五
段
、
第
六
段
、
第
十
段
を
、
下
編
で
は
、
「
第
二
部
」

の
三
十
三
段
、
四
十
段
、
八
十
四
段
な
ど
を
取
り
上
げ
、『
徒
然
草
』
に
お
け
る
説
話
の
受
容
の
特
徴
、
説

話
の
源
泉
の
諸
相
か
ら
前
記
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、 

 

上
編
第
一
章
「
規
範
的
人
物
の
言
及
―
第
一
段
に
お
け
る
増
賀
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
増
賀
説
話

の
典
拠
を
『
発
心
集
』
と
す
る
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、『
発
心
集
』
に
お
け
る
増
賀
説
話
の
性
格
を
考
察
し

た
。
こ
れ
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
増
賀
説
話
は
、「
奇
行
」
や
「
往
生
」
を
中
心
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た

の
に
対
し
て
、
兼
好
が
特
に
注
目
を
払
っ
た
の
は
、「
ひ
た
ぶ
る
の
世
捨
人
」
と
い
う
点
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
第
一
段
で
人
間
の
様
々
な
願
い
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
て
い
る
兼
好
は
、

増
賀
聖
を
規
範
的
な
人
物
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
た
。 

 

上
編
第
二
章
「
規
範
的
人
物
の
焦
点
化
―
第
五
段
に
お
け
る
顕
基
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
第
五
段

で
引
か
れ
た
源
顕
基
の
言
「
配
所
の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
の
真
意
を
探
求
し
、
そ
の
語
句
の
典
拠
を

考
証
し
た
。
こ
の
言
葉
の
真
意
は
、
潔
白
無
罪
の
身
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
条
件
を
前
景
化
し
、
そ
の

上
で
配
所
に
あ
っ
て
あ
わ
れ
深
い
月
を
見
た
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
。
第
五
段

を
執
筆
し
た
兼
好
は
ま
だ
在
俗
時
代
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
、
第
一
段
と
相
通
じ
て
、
心
の
束
縛
か
ら
解

放
さ
れ
、
自
由
な
境
涯
に
対
す
る
憧
憬
を
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
憧
れ
の
遁
世
者
の
群
像
の
中
、

兼
好
は
、
規
範
的
な
人
物
を
、「
顕
基
」
に
特
定
し
、
焦
点
化
す
る
。
在
俗
時
代
の
兼
好
と
顕
基
の
両
者
が
、

い
ず
れ
も
主
君
に
忠
臣
と
し
て
仕
え
、
主
君
の
早
世
に
遭
い
、
そ
の
後
、
世
相
へ
の
批
判
と
遁
世
へ
の
道

を
決
意
し
た
経
歴
に
は
、
相
当
な
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
顕
基
に
言
及
し
た
理
由
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
第
五
段
に
お
い
て
、
顕
基
の
言
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
顕
基
を
規
範
的
な
人
物

と
し
て
焦
点
化
し
て
取
り
扱
い
、
ま
た
そ
こ
に
は
濃
厚
な
自
照
性
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。 

 

続
く
第
三
章
「
連
想
に
よ
る
対
象
化
―
第
六
段
に
お
け
る
源
有
仁
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
第
六
段

と
第
五
段
は
連
想
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
隠
遁
を
志
向
す
る
こ
と
は
、
子
孫
へ
の
断
念
を
内
包

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
兼
好
は
子
孫
無
要
論
の
先
例
と
し
て
、
有
仁
説
話
を
対
象
化
し
、
取
り
上
げ
た

の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
有
仁
説
話
の
考
察
を
通
じ
て
、
兼
好
が
有
仁
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、

自
身
に
子
供
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
自
ら
慰
め
、
正
当
化
す
る
た
め
の
意
図
が
あ
っ
た
と
推
察
し
た
。 

 

上
編
第
四
章
「
規
範
的
人
物
の
相
対
化
―
第
十
段
西
行
説
話
と
そ
の
前
後
」
で
は
、
西
行
説
話
を
取
り

上
げ
た
背
景
を
分
析
し
、
兼
好
の
西
行
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
西
行
説
話
は
、
事
実
と
虚

構
が
混
じ
り
な
が
ら
、
多
く
の
説
話
集
に
見
ら
れ
る
が
、
兼
好
が
、
第
十
段
に
お
い
て
、
西
行
を
風
刺
的

に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
範
的
人
物
の
相
対
化
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
第
十
段

は
、
そ
の
前
後
の
第
九
段
と
第
十
一
段
と
、
連
想
関
係
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

兼
好
の
時
代
は
、
新
旧
の
価
値
観
の
相
克
を
極
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。「
第
一
部
」
で
兼
好
が
取
り
上
げ

た
説
話
的
人
物
は
、
い
ず
れ
も
、
王
朝
貴
族
社
会
や
権
威
化
さ
れ
た
寺
院
教
団
の
体
制
か
ら
外
れ
、
閑
居

の
地
に
身
を
置
こ
う
と
す
る
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
の
話
型
は
、
い
ず
れ
も
「
行
為
の
規
範
」
を

示
す
話
型
で
あ
る
。
兼
好
は
、
こ
れ
ら
の
話
型
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
規
範
的
生
き
方
を
思
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索
し
、
自
ら
「
同
じ
心
な
ら
ん
人
と
、
し
め
や
か
に
物
語
」（
『
徒
然
草
』
第
十
二
段
）
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
。 

下
編
で
は
、「
第
二
部
」
へ
の
展
開
に
お
け
る
説
話
的
章
段
を
考
察
し
、
説
話
的
章
段
の
間
の
連
想
関
係

を
明
ら
か
に
し
た
。
加
え
て
、
兼
好
が
折
に
触
れ
て
知
己
と
か
わ
し
た
「
交
談
」、
「
雑
談
」
の
様
も
浮
き

彫
り
に
し
た
。 

第
一
章
「
連
想
に
よ
る
説
話
的
章
段
の
配
列
―
第
三
十
三
段
と
そ
の
前
後
」
で
は
、
玄
輝
門
院
説
話
を

取
り
扱
っ
た
。
新
し
い
内
裏
が
造
営
さ
れ
、
こ
れ
へ
の
遷
幸
が
近
付
い
た
時
期
に
、
玄
輝
門
院
が
指
摘
し

た
新
旧
内
裏
の
数
箇
所
の
違
い
の
う
ち
、
兼
好
が
特
に
注
目
を
寄
せ
た
の
は
「
櫛
形
の
穴
」
の
形
で
あ
っ

た
。
本
章
で
は
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
第
三
十
三
段
に
お
け
る
「
櫛
形
の
穴
」
は
、
明
暗
を
象
る
象
徴

的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
建
築
関
係
の
文
献
調
査
を
行
い
、

新
旧
「
櫛
形
の
穴
」
の
違
い
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
文
学
作
品
に
お
け
る
「
櫛
形
の
穴
」

と
「
妻
戸
」
の
機
能
の
類
似
性
か
ら
、
第
三
十
二
段
と
の
連
想
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論
を
提
示
し

た
。 続

く
第
二
章
「
説
話
的
章
段
の
源
泉
と
背
景
―
第
四
十
段
と
そ
の
前
後
」
で
は
、
第
四
十
段
因
幡
の
入

道
説
話
を
考
察
し
、
そ
の
前
後
の
第
三
十
九
段
、
第
四
十
一
段
と
の
連
想
関
係
に
つ
い
て
、
新
た
な
見
解

を
提
示
し
た
。
本
章
で
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
お
ぼ
し
き
「
明
石
」
を
切
り
口
と
し
て
、
先
立
つ
第
三
十
九

段
法
然
説
話
と
の
縁
を
探
り
、「
因
幡
」
は
「
往
な
ば
」
と
相
通
じ
る
点
か
ら
、
第
四
十
段
に
お
け
る
歌
人

頓
阿
・
藤
原
基
任
と
の
雑
談
の
場
を
推
察
し
た
。
さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
明
石
姫
君
の
五
十

日
の
祝
い
が
「
五
月
五
日
」
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
第
四
十
一
段
と
の
連
想
関
係
を
検
証
し
た
。
つ

ま
り
、
第
四
十
段
と
そ
の
前
後
の
両
章
段
の
間
に
は
、
連
想
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。 

下
編
第
三
章
「
中
国
古
典
文
化
と
説
話
的
章
段
―
第
八
十
四
段
を
例
と
し
て
」
で
は
、
第
八
十
四
段
法

顕
説
話
の
歴
史
背
景
を
考
察
し
、
法
顕
の
捉
え
た
「
故
郷
の
扇
」
の
意
味
合
い
を
推
察
し
た
。
ま
た
、
そ

の
前
後
の
八
十
三
段
、
八
十
五
段
も
中
国
古
典
文
化
と
関
わ
る
章
段
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
兼
好
の

中
国
古
典
文
化
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

「
第
二
部
」
に
入
っ
て
、
兼
好
は
説
話
的
章
段
を
大
い
に
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
の
、
登
場
人
物
、
伝

承
経
由
、
説
話
の
内
容
に
お
い
て
は
、「
第
一
部
」
と
の
間
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
一
方
で
、
兼
好
が
、
中
国
故
事
、
中
国
古
典
文
化
に
関
す
る
説
話
に
つ
い
て
は
、
作
品
全
体

を
通
し
て
終
始
引
用
し
、
言
及
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。 

以
上
、
七
章
に
亘
る
検
討
に
よ
り
、
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
説
話
的
章
段
間
の
連
想
の
糸
を
解

き
明
し
、
そ
れ
に
連
歌
に
通
ず
る
ら
し
い
関
係
が
存
在
し
、
全
体
と
し
て
の
作
品
を
形
成
し
た
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
ま
た
、
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
説
話
の
受
容
が
、
「
第
一
部
」
か
ら
「
第
二

部
」
へ
と
変
質
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
、「
第
二
部
」
の
中
に
お
い
て
も
ま
た
、
筆
が
進
む
に
し
た
が
っ
て

説
話
的
章
段
は
大
き
な
変
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
連
歌
の
世
界
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
は
、
今
後
、「
第
二
部
」
に
お
け
る
説
話
的
章
段
を
引
き
続
き
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。 

兼
好
は
作
品
の
冒
頭
に
「
う
つ
り
ゆ
く
」
に
連
想
や
連
歌
に
通
ず
る
世
界
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
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序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
」
に
示
さ
れ
て
い
る
孤
独
な
環
境
と
、
説
話
的
章
段
か
ら
読
み
取
れ
た
「
交

談
」、「
雑
談
」
な
ど
と
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
序
段
」
の
内
容
を
兼
好
個
人
に
つ
い
て

で
は
な
く
、
同
時
代
と
、
伝
統
的
な
あ
り
方
の
双
方
か
ら
総
合
的
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
引
き
続
き
研
究
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。 

  


