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紹

介井

手

恒

雄

著

徒

然

草

通

説

批

判
武

末

照

男

本
書

は
徒

然
草

の
各

段

に
対
す

る
評
論

を

ま

と
め

た
も

の
で
あ
る
。

評

論

は
各

段

に

つ
き
繁
簡

の
差

は
あ

る

が
、
序

段
を

含

め

て
二
四

四
段

の
う

ち

一
五
八

段
、

全
段

の
六

割
五
分

弱

の
段

に
わ

た

っ
て

お
り
、

徒
然

草

の

問
題

と
す

べ
き

点

は
ほ

ぼ
尽
く

さ
れ

て

い
る
。

さ

ら
に
巻

末

に
は
、

「
つ

れ
づ

れ
」

の
誤
解

と
題
す

る

一
章

が
付

録

と
し

て
添

え

ら
れ

、
詳
細

が
期

せ
ら

れ

て

い
る
。

著
者

の
基
本
的

態
度

に

つ

い
て

は
、
本
書

の
あ

と
が
き

に
記

さ

れ
て

い
る

と
お
り

の
、

「
一
言

で

い
え

ば
、

社

会

と
人
間

の
諸

問

題

に
対
し

て
科

学
的

態
度

を
と

る

こ
と
、

作
品

に
あ

ら

わ
れ

た
社
会

的

.

人
間

的
現

実

を
努

め

て
偏

見
を

避
け

つ

つ
科
学

的

・
分

析
的

に
検
討
す

る

こ
と
」

と
あ

る

の
に
尽

き
る

で
あ
ろ

う
。
著

者

は

こ

の
姿

勢

を
堅
持

し

て

徒
然

草

の
通

説

に
対
し

今
日
的

立
場

か

ら
批

判
的

に
大

胆

果
敢

に
自
説
を

主

張
し

て

お
り

、
そ

の
批

判

は
徒
然

草

研
究
家

の
み
な

ら
ず

、
広

く
国

文

学
者

や

国
語

教
育

に
携

わ
る

も

の
、
徒
然

草

を
学

ぶ

人
た

ち

へ
の
鋭

い
問

題

提
起

と

な

っ
て

い
る
。

例

え
ば

、
徒
然

草

に
お

い
て
今

日
再

検
討

を
要

す

る
最

も
重
要

な
問

題

の

一
つ
と

し

て
著
者

に
取

り
上
げ

ら
れ

た
も

の
が
付
録

所
収

の

「
つ
れ
づ

れ
」

の
誤

解

で
あ
る
。

徒
然

草

の

「
つ
れ

づ
れ
」

に

つ

い
て

は
、
島

津
博

士

の
説

が
小

林
秀

雄

の

「
無
常

と

い
ふ
事

」
と

と
も

に
、
学

界

・
教

育

界

の

い
わ
ゆ

る
定

説
を

形

づ
く

る
源

流

と
な

っ
て

い
る

が
、
そ

れ
は

、

「
兼

好
法

師

の
独
自

の
境

地

」

で
あ
り

、

「
ま
ぎ

る

る
か

た
な

く

た

だ
ひ
と
り

あ
る

境
地

」

で
あ

る

と
考

え
ら
れ

て

い
る
。

(
こ
れ

は
第
七

十
五

段
冒

頭

の
解

釈
を

基

に
す

る

も

の
で
あ
ろ

う
。

)
し

か
し
、

こ

の
説

を
も

っ
て
し

て
は
、

八
例
を
持

つ

徒

然

草
中

の

「
つ
れ

づ

れ
」

の
解

釈

は
行
き

づ
ま

ら
ざ

る
を

え
な

い
。

著

者

は

徒
然
草

の

「
つ
れ
づ

れ
」

の
用
例

に

つ
き
仔

細

に
検

討
を

加

え
、

こ

の
行

き
づ

ま
り

に
対

し

て
、
同
じ

「
つ
れ
づ

れ
」

も
時

と
場
合

に
よ

っ
て

ち

が

っ
た
意

味

に
使

わ

れ
る

の
だ
と

し
て
深

浅

の
意

味

に
分
け

よ
う

と
す

る
考

え
を
古

典

解
釈

の
根
本

を

誤
る

ご
ま

か
し

と
し

て
付

け

、

こ
の
定
説

を
第

七
十

五
段

の
読

み

誤
り
と

し
て

、

こ
の
段

の
冒
頭

「
つ
れ
づ

れ
わ

ぶ

る
云

々
」
に

つ

い
て
著
者

の
解

釈
を

提
出
す

る
。

ひ
と

り

で

い
る

の
を

「
つ
れ
づ

れ

(
退

屈

)
だ
と

い

っ
て
歎
く

人

は
、

ど
う

い
う

気
な

の
だ
ろ
う
。

そ

れ

は

「
つ
れ
づ

れ
」

(
退
屈

)
な

ど

と

い

う

も

の
で

は
な

い
。

ほ
か

に
心

が
散

ら
な

い
で
た

だ
ひ
と

り
で

い
る

の
が
、

い
ち
ば

ん

い
い
。
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兼
好

が
愛

す

る
境
地

は
、

「
ひ
と
り

ゐ
」

の
境

地
、
閑

居

の
境

地
と
呼

ぶ
べ
き

も

の
で
、

「
つ
れ
づ

れ
」

の
境

地
と

い
う

べ
き
も

の
で
は
な

い
。

「
つ
れ

づ

れ
」

に
は
退
屈

・
所

在

な
さ

と

い
う

以

上

の
意

味

は
な

い
。

そ

れ
を

誤

っ
た
先

入
主

に
わ

ざ
わ

い
さ

れ

て
誤

訳
す

る
例

、

「
こ
れ

と

い

っ

た
用

事
も

な
く

静

か
に
過

し

て

い
る
」

な
ど

に
注
意

深
く

触

れ
な

が
ら
著

者

は
す

べ

て
の
用
例

の
検

討
を
進

め

て

い
る
。

「
つ
れ
づ
れ

」

に

つ

い
て
特
別

の
意

味

を
も

っ
て
見
ら

れ
る

序
段

に

つ

い
て

い
え

ば
、

兼
好

の
語

を
ま

に
う

け

る
の

が
誤
り

の
も

と

で
、
徒

然
草

は

い
わ
ゆ

る

「
つ
れ

づ
れ
」

の
所

産

で
あ

る

と
信
じ

ら

れ
る
。

し
か

し
、

序

段

は
、

わ
ざ

と

こ
う

い
っ
た
も

の
、

「
ご
あ

い
さ

つ
」

に
似

た
も

の
、

「
ご
あ

い
さ

つ
」

と

い
う

だ
け

で
は
不

十

分
な
、

「
予
防
線

」

を
張

っ
た

も

の
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

「
つ
れ
づ

れ
」

は
ご
く
普

通

に
解

釈
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
生

き
る
。

そ

の
点

、
枕

草

子

の
蹟

文

の
用
例

と
通
ず

る

が

徒

然
草

全
体

の
内

容

に
は
そ
う

い
う

こ
と
ば

に
似

な

い
も

の
が
あ

る
、

枕

草

子

に
比

し

て
少

く
と

も
よ

り
多

く

「
つ
れ
づ
れ

」

の
す

さ
び

と

い
え

な

い
も

の
が
あ

る
点

が
異

っ
て

い
る
。

徒

然
草

に
は
、
当

時

と
し

て

「
よ

く

も

こ
ん

な

こ
と

が
書

け

た
」

と

い
う

べ
き

も

の
が
あ

り
、
そ

れ

が
兼
好
を

し

て
用
心

深
く

さ

せ
た

の

で
あ

る
。

問

題
は

、
徒

然
草

が
、

「
つ
れ
づ

れ

な

る
ま
ま

」

の

「
よ
し

な
し

ご
と
」

と
称

し

て
書

か
れ

て

い
る

こ
と
と
、

そ

の
書

か
れ

て

い
る

こ
と
が
ら

が
す

ぐ

れ

て

い
る

こ
と

と
の
ギ

ャ

ッ
プ
を

ど
う

埋

め
る

か
で
あ

る
。

で
き

る

だ
け
意

味

深
長

に
、
意

味
深

長

に
と
解

釈
さ

れ

る
傾

向
が
あ

っ
て
、
現

実

に
は

、
現
代

語

訳

は
「
し

ょ
ざ

い
な

さ
」

と

い
う

こ
と

で
す

ん
で

い
な

が
ら
、

兼
好

法

師
独

自

の

「
つ
れ
づ
れ

」

と

い
う

神

話

に
捉

わ
れ

て
、

「
つ
れ

づ
れ
な

る

ま
ま

」

の

「
つ
れ
づ
れ

」

は

普

通

の

「
つ
れ
づ
れ

」

で
は
な

い
と

信
じ

こ
ん

で
し

ま

っ
て

い
る

の
が
、

今

日
に

お
け

る
徒
然

草

の
研
究

な

い
し

鑑
賞

の
実

情

で
あ

る
。

以
上
が

「
つ
れ
づ

れ
」

の
誤

解

の
大

要

で
あ

る
。

と
す

れ

ば
、

さ
き

に

い
わ

れ

た
ギ

ャ

ッ
プ

を

今
日
的

立
場

か
ら
見
事

に
埋
め

て
見

せ

て
呉

れ
る

も

の
が
各

段

の
評

論

で
あ

る
と
も

言

え
よ
う
。

さ

て
、
徒

然
草

の
多

岐

に
わ

た
る
各

段

の
評

論
を

紹

介
す

る

の
は
困
難

で
あ

る
。

こ

こ
で
は
著

者

の
基
本

的
態
度

が
ど

の
よ

う

に
展
開

さ

れ
て

い

る

か

に
触

れ

て
責

を

ふ
さ
ぎ

た

い
。

著
者

は
古

典
学

習

の
意

義
を

、

人
間

形
成
ー

い
わ
ば
そ

こ
に
見

ら

れ
る

考

え
方

、
生

き
方

を
身

に

つ
け
る

こ
と

に
あ

る
と
す

る
考

え
方

に
反
対

す

る
。

例

え
ば
第

百
八

十
八
段

の

「
一
事

を
か
な

ら
ず

な
さ

ん

と
思

は
ば
他

の
事

の
破

る
る
を

も

い
た
む

べ
か

ら
ず
。

万
事

に

か

へ
ず
し

て
は

一
の
大

事
成

る

べ
か

ら
ず
」

に

つ

い
て
、

「
一
の
大

事
」

を

、

こ
れ
だ
け

は
成

し

遂

げ
な

く

て
は
な

ら
な

い
畢
生

の
仕
事

と
受

け
取

っ
て
も
よ

か

ろ
う

と

し

て
、
自
戒

の
言

葉

と
す

る
通
説

は
、

徒
然
草

と

い
う
も

の
を

、
自

分

の
身

に
引

き
寄

せ

て
自
分

の
役
に
立

つ
よ
う

に
読

む
読

み
方

の
典

型
的

な
も

の

で
あ

る

と

い
う
。

こ
れ

で
は

こ

の

一
段

の

一
番
大

切
な

と

こ
ろ

は
問
題

に

さ

れ
て

い
な

い
。

一
大
事

の
因
縁

を
思

え
と

は
、

端
的

に

い
っ
て
人
生

の

無
常
を

観

じ

て
遁

れ
よ
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
て
、

さ
き

の
で

は
問
題

の
す

り
か

え

に
過
ぎ

な

い
。

我

々
は

こ

の
兼

好

の
出

世

間
主
義

に

対
し

て
批
判

す

べ
き

で
あ
る

の
に
、
兼
好

の
精

神
を

現
代

に
生

か
す

と

い
う

こ
と
で
満

足
し

て

い
る
。
兼

好

の
考

え
方
、
生

き
方

に
学

ぶ
と
は
名

ば

か
り

の
、
自

己

流

の
考

え
方

、
生
き

方
を

し
て

い
る

と

い
う

の
で
あ

る
。

そ

れ

で
は
、
古

典
学

習

の
意
義

は
ど

こ
に
あ

る

か
。

そ

れ

は
古

典

の
批

判
に
あ

り
、

そ

の
批

判

的
摂
取

に
あ

る
。

徒
然

草

の
場

合
口
、
普
通

に

「
矛

盾

の
書

」
と

い
わ
れ
る

よ
う

に
、

一
方

に
お

い
て
当
時

と
し

て
驚

く

べ
き
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進
歩

性
を

見

せ

て

い
る
部

分

が
あ
る

か

と
思
う

と

、
他

方

に
お

い
て
旧
態

依
然

た
る
部

分

が
あ

る
。

そ

の
事
実

に
気

づ

き
、

今

日
、
摂

取
す

べ
き

も

の
と
そ
う

で
な

い
も

の
を
識
別
す

る
と

こ
ろ

に
徒

然

草
を
読

む
第

一
歩

が

あ

る
と
。

ま

こ
と

に
著
者

の
立
場

は
、

「
今

日
か

ら
見

て
」

と

い
う

こ
と
ば

が
く

り

返
さ

れ
る

と

お
り
、

今

日
的

で
あ
り

、
批

判
的

で
あ

る
。

そ
う

し

て
著

者

は
今

日

の
あ

る

べ
き

人
間

像

と
し

て
、
マ
レ
ク

・
ブ
リ

ッ

ハ
ン
ト

の

「
マ

ル
ク

ス
に

お
け

る
人
間

の
理
想
」

を

引

い
て
次

の
よ

う
な

も

の
を
示
し

て

い
る
。

そ

れ
は

「
来
世

」

に

で
は
な

く
、

現

世

に
完

全

に
没

頭
す

る
人
間

で
あ
り

、

死

の
こ
と
を

思

い
悩

む
人

間

で
は

な

い
。

彼

に

と

っ
て
は
、
あ

ら

ゆ

る
人
間

的

欲
求

を
充

足
さ

せ
る

と

こ
ろ

に
生

き

が

い
が
あ
り

、
真

の

自

由

自
律

は
、
社

会

か
ら

、

人
間
関

係

か
ら

は

み
出

し
た
自

由
自

律

で
は

な

く
、

ひ
と

び
と

と
手
を

た
ず

さ

え
、

ひ

と
び

と

の
ひ
と

び
と

に
よ

る
、

ひ
と

び

と

の
た
め

の
自
由

自
律

で
あ

る
。

こ

こ
か
ら

見

る
と
き

、

「
後

の

世

の
こ

と
心

に
忘
れ
ず

、
仏

の
道
う

と
か

ら

ぬ
、
心

に
く

し
」

(
第
四

段

)

「
人

は

た
だ
無

常

の
身

に
迫

り

ぬ
る

こ
と

を
心

に
ひ

し
と
か
け

て
、
束

の

間
も

忘

る
ま

じ
き
な

り

」

(第

四

十
九

段

)

「
す

べ

て
所

願

み
な
妄

想
な

り

」

(
第

二
百
四

十

一
段

)
な

ど
は

、

た
だ
古

人

が

か

っ
て
そ
う
あ

っ
た

あ

り
方

や

、
中

世
僧

侶

た
る

ゆ
え

ん

の
あ

り
方

で
あ

り

、
絶
対

的
否

定
的

な
断

言

は

と
う

て

い
同
意

し

か

ね
る

も

の
で
あ

る
。

ま
た
、

総
じ

て
遁

世

者

と
し

て

の
兼
好

の
境

地

は
真

の
自

由

の
境

地

で
は

な

い
と

い
う

こ
と
に

な

る
。

特

に
、
徒

然
草

が
無

常

を
語

り
、

出

世
間

と
諸

縁
放

下

を
説
く

あ

た
り

の
中

世

仏

教

の
戒

律
主

義

、
禁

欲
主

義

、
出

世

間
主
義

に
対
し

て

は

こ
れ
を

著

し

い
か
た

よ
り

を

示
す

も

の
と
し

て

、
鋭

い
、
徹
底

的
な
批

判

を

く
り

返

し

て

い
る
。

徒

然
草

が

示
す

、
消

極
的

、

保
守

的
な

人
生

観
、

あ

る

い
は
そ

の
老
境

の
文
学

と
し

て

の
性
質

、
有

識
故

実

に
関

わ

る
段

に

多

く

見
ら

れ

る
形

式
主

義

に
も
ま

た

、
後
向

き

の
も

の
と
し

て
鋭

い
批
判

が
向
け

ら
れ

る
。

と

こ
ろ

で
、
批

判
精

神

を
持

ち
合
口
せ

ぬ
徒
然

草

の
古

注

は
ほ

と
ん

ど
が

そ

の
受

け
取

り

方

に

つ

い
て
教

誠
主

義

に
陥
入

っ
て

い
る
。

徒
然

草

に
は

い
く

つ
か

の

ユ
ー

モ

ア
を
主
題

と
す

る
話

が
あ

る

(
第

四
十

五

段
、

公
世

の
二
位

の
せ
う

と

に
、
第

八

十
九

段
奥

山

に
猫
ま

た

と

い
う

も

の
等

々
)

が
、

こ
れ

ら

は
総
じ

て
古

注

に

お

い
て

は
そ

の

ユ
ー

モ

ア
を
解

さ

れ
ず

、

教
誠

と
し

て

の

み
受
け

止

め
ら
れ

て

い
る
。

中

世
的

な
道

徳
主

義

か
ら

解

放

さ
れ

た
近
代

人
で
あ

っ
て
始

め

て

こ
れ
ら

の
段

は
享
受

さ

れ

る
も

の
で

あ

る
。

徒

然

草

が
何

か
深

遠
な

哲
理

を
秘

め

た
も

の
と

し

て
考

え
ら
れ

が

ち
な

傾
向

は

今

日

の
伝
統

的
な

側

に
立

つ
通
説

に
ま

で
及

ん
で

い
る

こ
と

も

否
め

な

い
。

と

こ
ろ

で
、

徒
然

草

が
さ

き

の
よ
う

な
も

の
ば
か

り

で
あ

る
な
ら

、
兼

好
法

師
あ

る

い
は
徒

然

草
そ

の
も

の
の
よ

さ
は

な
く

な

っ
て
し

ま
う

。

こ

れ
ら

と
矛

盾
す

る

こ

と
は
あ

っ
て
も

、
徒

然
草

は
色

欲
を

大

胆

に
肯

定

し

女

の
魅

力

を
あ

れ

こ
れ
語

り
、

世
俗

的
人
情

を

肯
定

し
、

「
子
故

に

こ
そ

万

の
あ

は
れ

は
思

ひ
知

ら

る

れ
」

「
こ
の
世

の

ほ
だ
し

持

た
ら

ぬ
身

に
た

だ
空

の
名

残

り

の
み

ぞ
惜

し
き

」

と

い
う

の
で
あ

る
。

「
中

世
的

な
も

の
」

の
中

に

一
見

矛
盾

す

る
よ

う

な
あ

り
方

で

「
近
代

的
な

も

の
」

が
存

在
す

る
、

そ

の
事

実

が
徒

然
草

を
今

日
読
む

に
足

る

、
研

究

に
価
す

る
古

典

た

ら
し

め

て

い
る
。

著
者

は
、
仏

教

の
支

配

的
な
中

世

に

お

い
て
、

自
ら
も

遁

世
者

と

し
て

生
き

た

兼
好
法

師

の
中

に
、
今

日
的

立
場

か
ら

批

判
精

神

と
人
間

的
真

実

を
見

出

そ
う

と
す

る

の
で
あ

る
。

再

び
あ

と

が
き

に
も

ど

れ
ば

「
総

じ

て
徒
然

草

が
教

育

の
場

で
取
り

、
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上
げ

ら

れ
る
場

合
口
、
そ
れ

は
、

日
本

人
を

消
極

的

、
復
古

的

、
保
守

的

に

す

る
た

め

の
教

材

で
あ

っ
て

は
な
ら

な

い
」

と
著

者
は

い

っ
て

い
る
。

今

日
ま

で
多

く
そ
う

で
あ

っ
た
し

、
教
育

を

受
け

る
側

に
と

っ
て

は
そ
れ
ゆ

え

に
面
白

か
ら

ぬ
も

の

で
あ
り

が
ち

だ

っ
た
徒

然
草

学
習

に
、

今

昭

の
若

い
者

の
批

判
を
導

入
す

る

形

に
お

い
て
活

発
な

論
議

が
起

さ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

著
者

は

さ
ら

に
、

「
こ
れ
は
今

後

の
日
本

文
芸

の
研
究

な
り
国

語

教

育

な
り

に
、

こ
う
あ

っ
て
欲

し

い
と

い
う

わ

た

し

の

マ

ニ
フ

ェ
ス
ト

で

あ

る
」

と

い
う
。

大

胆
、

率
直

な
批

判

で
あ

る
だ
け

に
、

著
者

の

い
う

と

お
り
、

今
後

い

っ
そ
う

論
争

が
盛

ん
と
な

り
、

そ

の
中

か
ら
真

理

が
見

い

だ

さ
れ
な

け

れ

ば
な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

(
昭
和

44
年

10
月

世
界
書

院

八

六

○
円

)

言

語
文

化

(
一
橋

大
学

〉

5

日
米

フ

ォ
ー
ラ

ム

(
米
国
大

使
館
広

報

文
化

局
出

版
部

)

15
巻

2

・
8

国

文
学

研
究

(早

稲

田
大
学

)

38
-

40

国

学
院

雑
誌

(
国

学
院

大
学

〉

69
巻

11

・
12

・
70
巻

1

～
9

有

明

工
業
高
等

専

門
学

校
紀
要

4

古

典

と
近
代

文
学

(
有

精
堂

)
4

・
5

東
横

国

文
学

(
東
横

学

園
女

子
短

大

)

1

岐
阜

県
方

言
地

図

(
岐
阜

国
語

学
研

究
会

々
誌

一
)
加
藤
毅

学
術

研
究

(早

稲

田
大
学

)

17

成
城

国

文
学
論

集

ー

コ
ロ

ニ
ア
文
学

7

・
8

・
9

女
子

大
国

文

(
京
都

女
子
大

学

)

52

・
53

国

語

国
文

研
究

(
北

海
道
大

学

)
41

・
42

野
州
国

文
学

(国

学
院

大
学

栃
木

短
大

)
2

・
3

愛

知

県
立
大

学

文
学
部

論
集

19

学

大
国

文

(
大
阪

教
育

大
学

)
12

大
阪

市
立
大

学

文
学
部

紀
要

人
文

研
究

20

・
6

金

沢
大

学
教

育
学

部
紀
要

17

龍
谷
大
学
論
集
螂

金
沢
大
学
法
文
論
集

(文
学
篇
)
16

鶴
見
女
子
大
学
紀
要
6

文
芸
と
思
想

(福
岡
女
子
大
学
)
32

清
泉
女
子
大
学
紀
要
16

琉
球
方
言

(琉
球
大
学
)
9

・
10
合
併
号

国
文

(
お
茶
の
水
女
子
大
学
)
30

近
世
文
芸
稿

(広
島
大
学
)
15

薩
摩
路

(鹿
児
島
大
学
)
13

文
学
論
集

(佐
賀
大
学
)
10

田
唄
研
究

(広
島
女
子
大
学
)
11

日
本
文
学

(東
京
女
子
大
学
)
32

33

跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
17

連
歌
俳
階
研
究

(俳
文
学
会
)
36

短
大
論
叢

(関
東
学
院
女
子
短
大
)
36

愛
知
大
学
国
文
学

(愛
知
大
学
)
10

国
文
鶴
見

(鶴
見
女
子
大
学
)
4

研
究
紀
要

(大
阪
大
学
医
療
技
術
短
大
)
1
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