
古

典

の

味

　
冨
倉
徳
次
郎
博
士
の
近
著
「
評
釈
徒
然
草
」
　
（
旺
文
社
刊
）
を
発
行
所
か
ら
も
ら
っ
て
、
転
読
し
て
み
た
ら
、

　
　
　
　
さ
い
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
う
く
わ
ん

　
　
よ
き
細
工
は
少
し
に
ぶ
き
刀
を
使
ふ
と
い
ふ
。
妙
観
が
刀
は
い
た
く
た
た
ず
。
　
（
第
二
百
二
十
九
段
）

の
文
が
目
に
と
ま
っ
た
。
そ
の
意
は
、
そ
の
書
に
、

　
よ
い
細
工
師
は
、
　
（
鋭
利
す
ぎ
る
刀
で
は
な
く
）
ち
ょ
っ
と
だ
け
切
れ
味
の
鈍
い
刀
を
使
う
も
の
な
の
だ
そ
う
だ
。
　
（
あ
の
有
名
な
名
工
）

　
妙
観
の
使
っ
た
刀
も
よ
く
き
れ
る
刀
で
は
な
い
。

と
口
訳
し
て
あ
る
と
ほ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
　
研
究
の
と
こ
ろ
に
「
こ
の
一
文
で
大
事
な
の
は
、
『
少
し
』
と
『
い
た
く
』

で
あ
る
こ
と
は
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
あ
る
の
を
読
ん
で
、
い
か
に
も
と
思
っ
た
。

　
わ
た
く
し
は
こ
の
文
を
教
え
る
こ
と
、
す
で
に
数
十
回
、
あ
る
い
は
、
数
百
回
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
「
少
し
」
と
「
い

た
く
」
と
に
は
注
意
し
て
来
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
か
う
し
て
人
の
説
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
、
改
ま
っ
て
、
さ
ら
に
味
が

深
い
。

　
　
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
情
に
樟
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。
…
…
…
（
草
枕
）

の
漱
石
の
文
に
も
通
ふ
、
こ
の
古
典
の
味
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
数
分
間
ち
っ
と
、
考
へ
て
る
た
。
細
工
し
ご
と
に
か
ぎ
ら
ず
、
学
問
も
芸
術
も
政
治
も
、
そ
の
他
夫
婦
の
生
活
も
人
の
世
の

あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
な
す
に
お
い
て
、
兼
好
の
こ
の
こ
と
ば
は
、
い
つ
の
世
に
も
生
き
て
み
る
。
人
を
評
定
し
、
人
の
す
る

こ
と
を
批
判
す
る
に
も
「
少
し
に
ぶ
き
刀
」
が
必
要
で
あ
ら
う
。
人
の
学
説
も
ひ
た
す
ら
非
難
し
、
た
だ
破
壊
す
る
だ
け
の
武

器
に
似
た
論
は
い
や
だ
。
学
友
も
同
僚
も
夫
も
妻
も
そ
の
相
手
の
欠
点
短
所
ば
か
り
を
見
て
み
た
ら
、
一
日
置
い
っ
し
ょ
に
る

ら
れ
な
い
だ
ら
う
。
　
（
答
案
の
採
点
だ
け
は
、
例
外
で
あ
る
が
。
）

　
い
か
に
も
東
洋
の
古
典
ら
し
く
、
そ
し
て
、
「
若
さ
」
の
足
り
な
い
文
で
は
あ
る
が
、
つ
れ
づ
れ
草
の
「
よ
き
細
工
は
…
…
」

の
味
を
た
た
へ
て
お
く
。
　
（
田
中
重
太
郎
）


