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古
典
の
世
界

徒
然
草
の
魅
力

吉
田
兼
好

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
徒
然
草
と
入
力
し
て
検
索
し
て

も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
古
典
の
徒
然
草
は
殆
ど
で
て
き

ま
せ
ん
。
徒
然
草
を
利
用
し
た
？
日
記
が
大
部
を
占
め

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
お
そ
ら
く
余
り
に
有
名
な

序
文
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
日
暮
ら
し
硯
に
む
か

ひ
て
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
こ
と
を
そ
こ

は
か
と
な
く
書
き
つ
づ
れ
ば
あ
や
し
う
こ
そ
も

の
く
る
ほ
し
け
れ
。

現
代
語
に
訳
す
と
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
に
な
り
ま

す
。一

日
中
、
ひ
ま
で
ひ
ま
で
手
持
ち
無
沙
汰
に
任
せ
て

一
日
中
、
硯
に
向
か
っ
て
心
の
中
に
浮
か
ん
で
は
消
え
て

い
く
よ
う
な
ど
う
で
も
い
い
こ
と
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と

書
き
つ
づ
っ
て
い
く
と
不
思
議
な
ほ
ど
に
い
ろ
い
ろ
な
思

い
が
わ
い
て
き
て
た
だ
ご
と
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て

く
る
。

閑
に
任
せ
て
な
ど
と
言
っ
て
ま
す
が
、
そ
こ
に
書
き

ひ
ま

記
さ
れ
た
内
容
は
、
仏
教
的
な
も
の
に
始
ま
り
、
芸
道

に
関
す
る
も
の
、
美
的
情
趣
に
関
す
る
も
の
、
男
性

論
、
女
性
論
、
飲
酒
論
、
生
活
論
、
説
話
的
な
も
の
、

有
職
故
実
等
、
幅
広
く
、
人
間
・
社
会
に
対
す
る
深
い

ゆ

う

そ

く

こ
じ
つ

洞
察
と
鋭
い
観
察
眼
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
さ
つ「

」
等
と

猫
ま
た
と
い
う
も
の
が
い
て
人
を
喰
う
ぞ

い
う
噂
を
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
夜
半
連
歌
の
会
の
帰
り

道
に
何
か
に
飛
び
つ
か
れ
、
「
猫
ま
た
だ
」
と
い
っ
て
這
々

（
ほ
う
ほ
う
）
の
体
（
て
い
）
）
で
逃
げ
出
せ
ば
、
そ
れ
は
飼

い
犬
が
主
に
飛
び
つ
い
た
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
笑
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
話
（
第
八
九
段
）
。
高
い
と
こ
ろ
で
は
注
意

せ
ず
低
い
と
こ
ろ
で
「
心
し
て
降
り
よ
」
と
注
意
し
た
高

名
の
木
登
り
等
、
お
か
し
か
っ
た
り
、
は
っ
と
し
た
り
、

う
な
ず
い
た
り
と
い
う
話
が
満
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ん
さ
い

そ
う
そ
う
、
諸
矢
た
ば
さ
み
て
の
お
話
も
い
い
で
す

も

ろ

や

ね
。
次
が
あ
る
と
思
う
と
油
断
し
が
ち
で
す
。

吉
田
兼
好
。
京
都
の
吉
田
神
社
の
神
官
の
家
で
生
ま

よ
し
だ

け
ん
こ
う

れ
卜
部
兼
好
と
も
兼
好
法
師
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

う

ら

べ

彼
が
生
き
た
時
代
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
末
期
。
政

治
経
済
の
混
乱
と
末
法
思
想
（
こ
の
世
の
終
わ
り
）
が

流
行
っ
た
時
代
で
す
。
徒
然
草
に
は
仏
教
的
無
常
観

は

や

つ

た

（
こ
の
世
の
も
の
は
常
な
ら
ず
）
や
尚
古
思
想
（
昔
を
尊

ぶ
）
が
流
れ
て
い
ま
す
。

徒
然
草
を
書
い
た
の
は
兼
好
が
四
七
歳
の
時
、
一
三

三
一
年
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
家

が
滅
び
、
鎌
倉
幕
府
が
開
か
れ
、
そ
の
源
氏
も
三
代
で

潰
え
と
い
う
時
代
で
す
。

京
都
洛
西
・
嵯
峨
野
を
一
望
出
来
る
丘

陵
が
、
古

き
ゆ
う
り
よ
う

都
の
西
方
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
を
双
ケ
丘
と
呼

な
ら
び
が
お
か

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
双
ケ
岡
の
麓
に
法
金
剛
院
（
長
泉

寺
）
が
あ
り
ま
す
が
、
兼
好
は
、
こ
こ
に
無
常
所
を
設
け

思
索
を
し
た
の
で
し
た
。
政
治
の
舞
台
は
鎌
倉
に
移
っ
て

い
ま
す
。
き
ら
び
や
か
な
都
の
世
界
は
終
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
兼
好
は
、
双
ケ
丘
の
粋
法
師
と
い
わ
れ
る

い
き

ほ
う

し

と
共
に
、
こ
よ
な
く
桜
の
花
を
愛
し
た
よ
う
な
の
で
す
。

（
今
も
、
法
金
剛
院
（
長
泉
寺
）
の
周
辺
は
桜
で
有
名
で

す
。
）と

こ
ろ
で
、
徒
然
草
は
随
筆
で
す
。
日
本
三
大
随

筆
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
「
枕
草
子
」
（
清
少
納
言
）
、

「
方
丈
記
」
（
鴨

長

明
）
そ
し
て
こ
の
徒
然
草
が
あ
り
ま

ほ
う
じ
よ
う
き

か
も
の
ち
よ
う
め
い

す
。方

丈
記
も
ま
た
徒
然
草
よ
り
時
代
を
少
し
前
に
し

た
平
安
末
期
、
源
平
の
争
乱
の
時
代
に
成
立
し
て
い
る

こ
と
を
思
う
と
、
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し

か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
」
（
方
丈
記
）
い
う
思
い
は

徒
然
草
に
も
流
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
す
。
し
か
も
、

三
代
随
筆
の
二
つ
が
同
じ
時
代
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

に
私
は
大
変
興
味
を
覚
え
る
の
で
す
。

た
だ
過
ぎ
て
行
く
も
の

帆
か
け
た
る
舟
と

春
夏
秋
冬


