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芭
蕉

の
自

然
随
順

に

つ

い
て

わ
た
く
し
は
曾
て
九
州
大
学
文
学
部
内
の
九
州
文
学
会
発
行
に
か
か
る
雑
誌

「文
学
研
究
」
第
二
十
九
輯
に

「芭
蕉
の
荒
海
や
の
句
に
つ
い
て
」
と
い
ふ
文

章
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
、
芭
蕉
の

「荒
海
や
」
の
句
を
契
機
と
し
て
彼
の
作

品
の
性
格
と
そ
の
制
作
意
識
と
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、そ
の
結
論
と
し
て
、

わ
た
く
し
は
次
の
や
う
な
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

「芭
蕉
は
、
客
観
的
存
在
と
し
て
の
自
然
に
決
し
て
忠
実
だ
っ
た
と
は
言

へ
な
い
。
時
に
は
、
自
己
の
主
観
を
以
て
自
然
を
色
づ
け
し
て
ゐ
る
。
従
っ

て
、
自
己
を
空
し
う
し
て
対
象
た
る
自
然
に
素
直
に
没
入
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
と
は
出
来
な
い
。
絶
え
ず
感
傷
的
な
色
眼
鏡
で
自
然
を
観
て
ゐ
る
と
さ
へ

言
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
芭
蕉
が
私
意
を
は
な
れ
て
自
然
に
没
入
し

て
ゐ
る
と
い
ふ
風
に
感
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
芭
蕉
芸
術
の
魔
術
に
か

か
っ
た
享
受
者
側
の
錯
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
．

と
こ
ろ
が
、
芭
蕉
の
言
葉
と
し
て
、
三
冊
子
に

松
の
こ
と
は
松
に
な
ら
へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
へ

と
い
ふ
こ
と
が
し
る
し
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
笈
の
小
文
に
は
、
彼
自

身
が
、造

化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ
れ

と
書
き
じ
る
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
私
意
を
は
な
れ
て

自
然
に
随
順
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
だ
と
従
来
は
解
せ
ら
れ
来
っ
て

ノJヽ

島

一
口

雄

ゐ
る
。
す
る
と
、　
こ
の
こ
と
と
今
ま
で
わ
た
く
し
の
述
べ
来
っ
た
こ
と
と

は
、
矛
盾
衝
突
す
る
こ
と
と
な
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
矛
盾
衝
突
を
如
何
様
に

解
決
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
於
て
、
わ
た
く
し
は
更
に
、
芭
蕉
の
自
然

随
順
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
考
へ
直
し
て
み
る
必
要
を
感
ず
る
の
で

あ
る
。
今
あ
げ
た
三
冊
子
や
笈
の
小
次
の
言
葉
も
、
果
し
て
従
来
解
釈
せ
ら

れ
来
っ
た
と
は
り
に
解
し
て
差
支
へ
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。」

と
。
す
な
は
ち
、
今
回
は
、
こ
の
芭
蕉
の
自
然
随
順
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
考

へ
て
み
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
、
文
学
で
あ
り
芸
術
で
あ
る
以
上
、
芭
蕉
が
自
己
の
作
品
に
於
て
自

然
や
事
実
を
理
想
化
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
然
に
対

し
て
忠
実
で
な
か
っ
た
と
て
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、問
題
は
、

こ
の
自
然
の
理
想
化
の
事
実
が

「松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に

習
へ
」
と
い
っ
た
こ
と
と
、
ど
う
関
係
づ
け
ら
る
べ
き
か
と
い
ふ
点
に
あ
る
の

で
あ
る
。

芭
蕉
が
自
然
に
対
し
て
忠
実
で
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
上

に
あ
と
づ
け
ら
れ
る
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
芭
蕉
の
自
然
随
順
と

い
ふ
こ
と
は
、
文
字
ど
ほ
り
に
こ
れ
を
受
け
販
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
そ
の
作

品
を
通
じ
て
知
り
得
る
限
り
で
は
、
自
然
に
対
し
て
芭
蕉
一
流
の
一
つ
の
解
釈



が
あ
´，
た
の
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、
自
然
の
諸
相
を
眺
め
、
自

己
の
感
情
を
動
か
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
諷
詠
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
芭

蕉

一
流
の
解
釈
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
自
然
を
無
常
と
観
じ
、
不
如
意
と
あ
き

ら
め
る
こ
と
で
あ
る
。
無
常
な
る
が
故
に
は
か
な
く
、
は
か
な
き
が
故
に
あ
は

れ
に
美
し
く
、
そ
し
て
限
り
な
き
愛
着
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
■

た
、
不
如
意
な
る
が
故
に
わ
び
し
く
、
わ
び
し
き
が
故
に
か
な
し
く
心
細
く
、

そ
し
て
詩
魂
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
や
う
な
芭
蕉

一
流
の
自
然
観
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
芭
蕉
の
自
然
へ

′の
忠
実
な
観
察
と
純

粋
な
射
験
と
が
基
礎
に
な
っ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
一
往
は
考

へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
言
ひ
か
へ
る
と
、
自
然
へ
の
全
面
的
随
順
の
中
か
ら
、

か
う
い
ふ
自
然
観
が
成
熟
し
て
来
た
の
だ
と
い
ふ
考
へ
も
可
能
で
ぁ
る
。
け
れ

ど
も
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
見
た
芭
蕉
は
、
自
然
観
察
に
必
ず
し
も
忠
実
で
な

い
。
た
と
へ
ば
、
「水
光
接
天
自
露
横
江
」
と
い
ふ
漢
詩
句
か
ら
、
「
ほ
と
と
ぎ

す
声
横
た
ふ
や
水
の
上
」
と
い
ふ
句
を
構
成
し
て
来
て
ゐ
る
。
ま
た
、
自
然
の

風
景
を
叙
す
る
に
当
っ
て
は
、
き
ま
っ
た
ゃ
ぅ
に
洞
庭
西
湖
に
た
と
へ
、
漢
詩

句
を
引
用
し
て
そ
の
美
を
概
説
す
る
の
で
あ
る
。
洞
庭
西
湖
は
芭
蕉
未
見
の
風

物
で
あ
る
。
芭
蕉
は
美
景
の
象
徴
と
し
て
こ
れ
を
引
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

れ
を
以
て
限
前
の
風
景
描
写
に
忠
実
な
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
も
出
来
な
い
し
、

純
粋
な
黙
験
が
基
礎
に
な
っ
て
ゐ
る
と
も
言
へ
な
い
。
従
っ
て
、
か
う
い
ふ
作

句
作
文
の
例
か
ら
考
へ
れ
ば
、
自
然
観
察
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
ふ
証
拠
も
見

は
、
わ
が
国
民
の
伝
統
的
感
情
に
融
合
し
き
っ
て
を
り
、
古
来
の
文
人
の
生
活

感
情
と
な
っ
て
ゐ
る
。
芭
蕉
は
、
仏
教
的
世
界
観
に
影
響
せ
ら
れ
、
古
来
の
文

人
の
伝
統
的
感
情
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
笈
の
小
文
に
述
べ
ら

Ｍ
肝
¨
雌
期
に
熱
″
甜
鉄
凱
麺
猜
貯
敵
酬
は
４
融
れ
〓
綱
断
貯
嚇
断
¨
鑽
“
一

西
行
や
宗
祗
の
や
う
な
風
雅
の
世
界
に
身
を
お
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
言
ひ
か
へ

れ
ば
、
西
行
や
宗
祗
の
や
う
な
世
界
観
に
生
き
、
西
行
や
宗
祗
の
や
う
な
自
然

の
受
け
取
り
方
を
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
で
ぁ
る
。
西
行
や
宗
祗
は
仏
教
的
世
界

観
に
生
き
た
人
々
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
自
然
観
に
も
、
対
自
然
態
度
に
も

仏
教
的
色
彩
が
濃
く
、
自
然
を
仏
教
的
無
常
観
で
捉
へ
、
自
然
の
美
を
は
か
な

き
も
の
と
眺
め
た
人
々
で
あ
る
。
自
然
の
美
を
は
か
な
き
も
の
と
見
る
が
故

に
、
こ
れ
に
限
り
な
き
愛
着
を
寄
せ
た
人
々
で
あ
る
。
芭
蕉
も
ま
た
同
様
で
あ

っ
た
。
蓋
し
、
宗
祗
や
西
行
の
対
自
然
態
度
や
生
き
方
が
、
芭
蕉

一
流
の
自
然

観
や
世
界
観
の
確
立
に
役
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
と
、
か
う
い
ふ
風
に
考

へ
て
く
る
と
、
自
己
を
空
し
う
し
て
自
然
の
中
に
没
入
さ
せ
た
外
験
か
ら
、
芭

蕉
の
や
う
な
自
然
観
や
対
自
然
態
度
が
生
ま
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
や
う
で
ぁ

る
。
す
る
と
、
芭
蕉
の
創
作
態
度
に
は
、
自
己
を
空
し
う
し
て
自
然
に
随
順
す

る
と
い
ふ
点
は
、
ど
こ
に
も
見
出
だ
せ
ず
、
た
だ
伝
続
的
感
情
と
仏
教
的
世
界

嘲”に降騨押多へれ章相標嘲江竜硼にはＦ厳ゅ囃森瑚率は″紅『篠」

て
、　
こ
の
事
実
は
、
砂
く
と
も
そ
の
作
品
の
上
で
は
動
か
せ
な
い
。
と
こ
ろ

が
、

「松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
へ
」
と
い
ふ
言
葉
を
彼

が
言
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
み
た
彼
の
自
然

に
対
す
る
心
構
へ
と
、
ン」
の
言
葉
と
の
関
係
を
矛
盾
な
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、

勢
ひ
、
こ
の
彼
の
言
葉
を
単
な
る
自
然
随
順
の
意
味
に
解
釈
し
な
い
や
う
に
す



る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
で
は
、
ど
う
こ
れ
を
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
。

思
ふ
に
、
芭
蕉
の
こ
の
言
葉
を

「
私
意
を
は
な
れ
よ
」
と
い
ふ
こ
と
だ
と
解

釈
し
た
の
は
土
芳
で
あ
る
。
土
芳
は
、
こ
れ
を
解
説
し
て
、
「
習
へ
と
い
ふ
は
、

物
に
入
り
て
そ
の
微
の
顕
は
れ
て
情
感
ず
る
や
句
と
な
る
所
な
り
」
と
述
べ
て

ゐ
る
。
こ
れ
を
現
代
流
に
解
釈
し
て
、

「対
象
に
虚
心
に
自
己
を
没
入
せ
し
め

て
、
そ
の
対
象
か
ら
受
け
た
感
情
の
動
き
が
、
即
ち
句
と
な
る
」
と
理
解
す
る

な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
此
れ
は
写
実
主
義
の
立
場
で
あ
り
、
ま
た
自
然
随
順
の
文

字
ど
ほ
り
の
意
味
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
土
芳
は
果
し
て
こ
の
や
う

な
意
味
で
こ
の
文
章
を
綴

っ
て
ゐ
る
の
か
ど
う
か
。
も
し
ま
た
、
土
芳
が
こ
の

や
う
な
意
味
で
こ
の
文
を
書
い
た
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
土
芳
の
言
葉

で
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
言
っ
た
言
葉
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

「
松
の
こ
と
は
松
に

習
へ
」
と
い
ふ
語
は
、
土
芳
の
言
っ
て
ゐ
る
や
う
な
つ
も
り
で
、
芭
蕉
が
言
っ

た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
句
に
土
芳
の
言
っ
て
ゐ
る

の
と
違
っ
た
解
釈
を
施
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
恐
ら
く
、
芭

蕉
の
真
意
は
、
自
己
を
空
ｔ
う
し
て
自
然
に
没
入
せ
よ
と
い
ふ
こ
と
を
此
の
句

で
一百
は
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
と
考
へ
る
。

「松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
、

竹
の
こ
と
は
竹
に
習
へ
」
と
い
ふ
の
は
、
松
に
は
松
本
来
の
性
情
が
あ
り
、
竹

に
は
竹
本
来
の
性
情
が
あ
る
。
そ
の
本
来
の
性
情
に
背
い
た
句
作
り
を
し
て
は

い
け
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
と
、
わ
た
く
し
は
考
へ
た
い
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
松
や
竹
の
本
性
に
背
反
し
た
作
意
を
排
斥
す
る
の
で
あ
る
。

元
来
、
連
歌
の
方
に
、
本
意
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
本
意
と
い
ぶ
つ
は
、
物

そ
の
も
の
が
具
備
し
て
ゐ
る
本
質
的
な
属
性
を
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、た
と
へ
ば
、

春
雨
に
は
春
雨
ら
し
い
静
か
で
暖
か
い
、
物
の
芽
を
育
く
む
や
う
な
情
味
と
い

ふ
も
の
が
、
本
来
の
性
情
と
し
て
附
属
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本

意
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
春
の
雨
は
時
に
は
夕
立
の
や
う
に
降
る
こ
と
も
あ
ら
う

し
、
実
感
と
し
て
寒
々
と
し
た
降
り
方
を
す
る
こ
と
も
あ
ら
う
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
春
雨
を
夕
立
の
や
う
な
も
の
と
し
て
句
に
よ
む
こ
と
や
さ
む
ざ
む
し
い
も

の
と
し
て
旬
に
詠
ず
る
こ
と
は
、
本
意
に
は
ず
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
嫌

・ふ
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
そ
の
本
意
を
生
か
し
た
作
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
季
語
に
象
徴
の
役
割
り
を
果
さ
せ
よ
う
と
す
る
小
詩

形
文
学
に
あ
っ
て
は
、
か
う
い
ふ
作
法
を
説
く
こ
と
は
、
当
然
あ
り
得
る
こ
と

な
の
で
あ
っ
て
、
本
意
と
い
ふ
こ
と
を
、
あ
ら
は
に
説
き
は
じ
め
た
の
は
、
紹

巴
前
後
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
精
神
は
古
く
か
ら
あ
る
の
で
あ
り
、
連
歌
以
前

の
和
歌
の
世
界
に
も
さ
う
い
ふ
考
へ
方
は
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
去
来
抄

に
も
、
去
来
の
言
葉
と
し
て
、

「俳
諮
は
新
意
を
専
と
す
と
い
へ
ど
も
、
物
の

本
情
を
違
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
出
て
ゐ
る
。
ま
た
、
土
芳
の
く
ろ
さ
う
し
に
は
、

春
雨
は
小
止
み
な
く
、
い
つ
ま
で
も
降
り
つ
づ
く
や
う
に
し
、
五
月
雨
は
晴
れ

間
の
な
い
や
う
に
言
ふ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
の
も
、
春
雨
の
本
意
や
五

月
雨
の
本
意
に
留
意
す
べ
き
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
蕉
門
に
於
て
も
本

意
を
生
か
し
た
作
意
と
い
ふ
も
の
を
重
ん
じ
た
様
子
が
こ
れ
ら
の
文
か
ら
察
せ

ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
も
去
来
抄
に
あ
る
文
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の

「行
く
春
を
近
江
の

人
と
を
し
み
け
り
」
と
い
ふ
句
を
筒
自
が
非
難
し
て
、

「行
く
春
」
は

「行
く

歳
」
で
も
よ
い
し
、

「近
江
」
は

「丹
波
」
と
し
て
も
差
支
へ
な
い
、
所
謂
動

く
句
で
あ
る
と
言
っ
た
の
に
、
去
来
は
筒
自
の
難
は
当
ら
ず
、

「行
く
春
」
と

「近
江
」
と
は
動
か
せ
な
い
。
湖
水
朦
朧
た
る
と
こ
ろ
が
春
を
惜
し
む
契
機
と

な
っ
て
ゐ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
芭
蕉
は
去
来
の
説
に
賛
成
し
て

「共
に
風

雅
を
語
る
べ
き
も
の
」
だ
と
ほ
め
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の

話
の
う
ち
に
も
、
芭
蕉

一
門
が
連
歌
的
木
意
を
作
句
の
主
眼
に
し
て
ゐ
る
こ
と

を
看
取
し
得
る
と
思
ふ
。
即
ち
、
筒
自
が
、
近
江
は
丹
波
と
し
て
も
よ
く
、
行



'it

く
春
は
行
く
歳
で
も
よ
い
と
言
っ
た
の
は
、
近
江
は
行
く
春
の
本
意
を
表
現
し

得
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
去
来
は
近
江
は
行
く

春
の
本
意
を
必
然
的
に
生
か
し
得
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
尤
も
、
去
来
は

、
そ
の
あ
と
で
、

「行
く
歳
近
江
に
ゐ
給
は
ば
、
い
か
で
か
こ
の
感
ま
し
ま
さ

ん
、
行
く
春
丹
波
に
ゐ
ま
さ
ば
、
本
よ
り
こ
の
情
う
か
ぶ
ま
じ
」
と
言
っ
て
ゐ

る
し
、
ま
た
旅
寝
論
の
中
で
も
、
「葛
の
葉
の
表
見
せ
け
り
今
朝
の
霜
」
の
句

に
つ
い
て
の
論
に

「景
情
に
応
ぜ
ざ
ら
ん
に
は
柳
か
詠
じ
給
は
じ
。
先
師
の
、

行
く
春
を
近
江
の
人
と
を
し
み
け
り
２
侍
る
が
ご
と
く
、
其
の
心
を
し
ら
ぎ
る

人
は
却
っ
て
行
く
春
は
行
く
と
し
に
も
ふ
る
べ
く
、
近
江
は
丹
波
に
も
か
は
る

べ
し
と
難
じ
き
。
先
師
の
葛
の
葉
の
表
も
此
の
心
也
。
葛
の
業
の
表
み
る
べ
き

風
情
な
か
ら
ん
に
は
、
こ
こ
を
吟
じ
給
は
じ
。」
（岩
波
文
庫
木
に
よ
る
）
と
述

べ
て
ゐ
る
か
ら
、
本
意
の
ほ
か
に
、
外
験
と
か
実
感
と
か
を
い
た
は
り
重
ん
ず

る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
見
る
と
、
蕉
門
は
本
意
を
の
み

重
視
し
て
ゐ
る
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
さ
う
で
は

な
い
。
さ
き
の
去
来
抄
の
文
の
続
き
に
、
「先
師
曰
く
、
し
か
り
、
古
人
も
此
の

国
に
春
を
愛
す
る
こ
と
、
を
さ
を
さ
都
に
劣
ら
ぎ
る
も
の
を
」
と
記
し
て
ゐ
る

か
ら
、
外
験
は
こ
の
場
合
作
句
の
一
契
機
と
な
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

や
は
り
、
作
為
の
主
眼
で
は
な
い
。
も
し
、
古
人
が
こ
の
国
に
於
て
都
に
劣
ら

ぬ
ほ
ど
に
春
を
愛
し
た
事
実
が
な
い
な
ら
ば
、
た
と
へ
近
江
で
春
を
惜
し
ん
だ

こ
と
が
事
実
で
あ
っ
て
も
、
芭
蕉
は
近
江
と
は
言
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
ま

た
も
し
、
古
人
が
こ
の
地
で
行
く
歳
を
惜
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
ら
、
た
と
へ
そ

れ
が
事
実
と
違
っ
て
ゐ
て
も
、
行
く
春
の
代
り
に
行
く
歳
を
置
い
た
か
も
知
れ

な
い
。
古
人
も
こ
の
国
に
云
々
の
芭
蕉
の
言
葉
は
、
は
っ
き
り
と
此
の
こ
と
を

示
唆
し
て
を
り
、
ま
た
、
再
案
に
於
て
初
案
の
季
を
転
換
し
た
り
場
所
を
変
更

し
た
り
す
る
こ
と
は
、
彼
の
句
作
過
程
に
於
け
る
常
套
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
句
が
形
成
せ
ら
れ
る
過
程
に
於
て
は
、

「古
人
も
こ
の
国
に
春
を
愛
す
る

こ
と
を
さ
を
さ
都
に
劣
ら
な
」
か
っ
た
点
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

「古
人
も
こ

の
国
に
春
を
愛
し
た
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
江
の
国
の
本
情
が
行
く
春
に
マ
ッ

チ
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
近
江
の
国
が
行
く
春
の
本

意
を
生
か
す
に
ふ
さ
は
し
い
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
言
ひ
か
へ
れ

ば
、
行
く
春
の
木
意
は
惜
し
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
近
江
は
春
を
惜
し
む
に
ふ

さ
は
し
い
本
情
を
具
備
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
が
近
江
で
行
く
春
を
惜
し

ん
だ
こ
と
は
、
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
が
、
行
く
春
の
本
意
と
こ
の
場
合

は
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、

「荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川
｝
の
場
合

は
、
天
の
川
が
事
実
は
佐
渡
に
横
た
は
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
事

実
が
天
の
川
の
本
意
と
一
致
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
芭
蕉
は
そ
の

本
意
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
事
実
に
背
い
て
、
天
の
川
を
荒
海
を
越
え
て
佐

渡
に
横
た
は
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
芭
蕉
も
ま
た
本
意
に
則
っ
て
句
を
作

っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
春
を
近
江
で
惜
し
む
と
い
ふ
は
、
土
芳
の

所
謂
物
そ
の
も
の
よ
り
自
然
に
出
づ
る
情
で
あ
る
。
物
そ
の
も
の
か
ら
出
る
情

で
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
れ
た
旬
に
な
ら
な
い
。
天
の
川
の
佐
渡
に
横
た
は
る
の
も

ま
た
、
天
の
川
そ
の
物
よ
り
出
づ
る
情
で
あ
る
。
物
そ
の
物
ｔ
り
出
づ
る
情
を

見
出
だ
し
感
得
す
る
こ
と
が
詩
人
と
し
て
最
も
の
肝
要
事
で
あ
る
。
物
そ
の
も

の
よ
り
出
づ
る
情
は
、
す
な
は
ち
連
歌
で
い
ふ
と
こ
ろ
の
本
意
で
あ
る
。
芭
蕉

は
対
象
の
中
に
そ
の
本
意
を
見
出
だ
さ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ

の
立
場
で
い
へ
ば
、
木
意
に
背
反
し
た
作
意
が
す
な
は
ち
私
意
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
か
う
い
ふ
風
に
物
の
本
情
を
見
出
だ
し
、
こ
れ
を
感
得
す
る
た

め
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
得
る
だ
け
の
心
の
訓
練
が
当
然
要
請
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
芭
蕉
は
そ
れ
を
風
雅
の
誠
を
せ
め
る
と
い
ふ
言
葉
で
言
ひ
あ
ら
は

し
て
ゐ
る
。
風
雅
の
誠
を
せ
め
る
と
い
ふ
の
は
、
笈
の
小
文
の
冒
頭
文
か
ら
考

へ
る
と
、
努
め
て
造
化
に
し
た
が
ひ
造
化
に
か
へ
る
と
い
ふ
こ
と
の
や
う
で
あ



る
。

「風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。」

と
い

ひ
、
更
に

「
見
る
と
こ
ろ
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら

ず
と
い
ふ
事
な
し
ｏ
像
花
に
あ
ら
ぎ
る
時
は
夷
狭
に
ひ
と
し
、
心
花
に
あ
ら
ぎ

る
時
は
鳥
獣
に
類
す
」
と
も
言
っ
て
を
る
か
ら
、

「造
化
に
し
た
が
ひ
造
化
に

か
へ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
具
体
的
に
い
へ
ば
、
心
身
と
も
に
自
然
の
美
の
中

に
没
入
す
る
や
う
に
心
が
け
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
、
ま
た
自
然

随
順
と
い
ふ
言
葉
で
呼
ん
で
も
差
支
へ
な
さ
さ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
に
注
意

す
べ
き
こ
と
は
、
連
歌
で
い
ふ
と
こ
ろ
の
本
意
の
実
体
は
、
伝
続
的
先
入
主
観

を
以
て
固
定
化
せ
ら
れ
観
念
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
芭
蕉
に
は
、
連
歌
的
な
物
の
考
へ
方
が
大
き
く
作
用
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
い
ろ
い
ろ
の
点
か
ら
証
明
せ
ら
れ
る
し
、
ま
た

一
般
に
さ
う
信
じ
ら
れ

て
も
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
連
歌
に
於
け
る
本
意
の
観
念
も
芭
蕉
の
場
合
に
生
き
て

ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
言
へ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
す
な
は
ち
、
芭
蕉
の
場
合
の
本

意
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
物
そ
の
も
の
よ
り
出
づ
る
情
に
も
、
観
念
化
せ
ら
れ
、
先

入
主
観
化
せ
ら
れ
た
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
結
局
芭
蕉
の
作
品

を
し
て
、
事
実
に
忠
実
な
ら
し
め
な
い
所
以
な
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
か
う
い
ふ
事
が
あ
る
０
す
な
は
ち
、

「
お
か
さ
う
し
」
に
、

「内
を
つ
ね
に
せ
め
て
物
に
応
ず
れ
ば
、
そ
の
心
の
い
ろ
句
と
な
る
。
内
を

つ
ね
に
せ
め
ざ
る
も
の
は
、
な
ら
ぎ
る
故
に
私
意
に
か
け
て
す
る
な
り
。」

と
い
ふ
。
こ
れ
は
、
物
そ
の
も
の
の
中
に
没
我
的
に
随
順
せ
よ
と
い
ふ
こ
と
で

は
な
い
。
主
体
は
自
己
の
内
心
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一一一口葉
は
、
土
芳
の
言

葉
な
の
か
、
芭
蕉
自
身
の
言
な
の
か
、
文
脈
の
上
で
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
の

で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
芭
蕉
の
自
然
随
順
は
決
し
て
自
己
を
空
し
う

し
て
自
然
に
没
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
い
こ
と
を
、
こ
の
一
節
は
物

語
っ
て
ゐ
る
。

ま
た
、
同
じ
く

「あ
か
さ
う
し
」
に
は
、
芭
蕉
の
言
葉
と
し
て
、

「乾
坤
の

変
は
風
雅
の
た
ね
也
と
い
へ
り
」
と
い
ふ
こ
と
が
出
て
み
る
。

「乾
坤
の
奮

と
い
ふ
の
は
、
天
地
自
然
の
動
い
て
ゐ
る
も
の
を
い
ふ
の
で
あ
る
ｏ。
飛
花
落
葉

の
如
き
も
の
は
、
す
な
は
ち
変
で
あ
る
。
こ、れ
に
反
し
て
、
静
な
る
も
の
は
不

変
で
あ
る
。
変
動
す
る
も
の
が
俳
諸
の
材
料
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
然
を

無
常
流
転
の
相
に
於
て
認
識
せ
む
と
す
る
世
界
観
に
通
じ
て
ゐ
る
。
ま
た
、

「

く
ろ
さ
う
し
」
の
中
に
、

「叉
あ
る
旅
行
の
時
、
門
人
三
三
子
伴
ひ
出
で
ら
れ
し
に
、
難
波
の
す
こ
し

こ
な
た
よ
り
駕
お
り
て
、
雨
の
薦
に
身
を
な
し
て
入
り
申
さ
る
る
と
な
り
。

そ
の
後
、
此
の
事
を
と
へ
ば
、
か
か
る
都
の
地
に
て
は
、
乞
食
行
脚
の
身
を

忘
れ
て
成
が
た
し
と
な
り
。」

と
い
ふ
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
、
芭
蕉
の
風
雅
の
誠
を
せ
め
る
具
体
的
な

一
例
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
に
ち
、
造
化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ

る
べ
き
を
強
調
す
る
芭
蕉
が
、
な
ぜ
こ
の
や
う
な
心
構
へ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
。
芭
蕉
の
自
然
随
順
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
没
我
的

で
な
か
っ
た

一
例
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
自
然
も
し
く
は
造
化
と
い
ふ
も
の
を
、

連
歌
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
本
意
的
に
認
識
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
語
を
か
へ
て
言

へ
ば
、
自
然
の
本
意
は
、
無
常
な
も
の
で
あ
り
、
不
如
意
な
も
の
で
あ
り
、
あ

は
れ
に
も
佗
び
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
へ
、
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
自
然
の
本
意

に
私
意
を
す
て
て
随
順
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
所
謂
風
雅
の
誠
を
せ

め
る
と
い
ふ
の
は
、
さ
う
い
ふ
自
然
の
本
意
の
中
に
心
身
を
は
ふ
ら
か
し
て
、

そ
の
本
意
を
わ
が
心
情
に
反
映
せ
し
め
る
や
う
に
絶
え
ず
勤
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
す
な
は
ち
、
こ
の
や
ヶ
に
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
言
葉
が
矛
盾
な

く
解
釈
せ
ら
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、本
論
に
於
て
は
所
謂
芭
蕉
の
自
然
随
順
の
性
格
を
考
へ
、

そ
し
て
、
そ
れ
は
制
限
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
随
順
の
仕
方
で
あ
っ
た
と
い

ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
言
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
随
順
を
単
純
に
文

字
ど
ほ
り
に
受
け
販
る
こ
と
は
、
危
険
で
あ
る
。
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