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芭
蕉
は
句
作
の
理
念
に
「
不
易
」
と
「
流
行
」
を
説
い
た
。
そ
の
意
趣
は
「
不
易
」
は
「
流
行
」
の
中
に

よ
り
、「
流
行
」
は
「
不
易
」
に
よ
っ
て
、
流
行
た
り
得
る
と
す
る
。

　

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
は
、
創
価
学
会
を
は
じ
め
と
す
る
新
宗
教
対
策
と
し
て
一
九
六
四
年
に
設
置
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
旧
宗
教
か
ら
見
た
新
宗
教
の
研
究
を
行
う
施
設
と
の
位
置
付
け
も
可
能
と
な

る
。

　

宗
教
学
者
の
井
上
順
孝
氏
が
興
味
あ
る
論
文
を
著
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
　

平
成
二
七
年
度
公
開
学
術
講
演
会

　
　

 

『
現
代
宗
教
は
古
代
宗
教
と
何
が
違
う
の
か
？
』

　
　
　
　

─ 

宗
教
進
化
論
考 

─

 

（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
第
八
号　

平
成
二
八
年
三
月
）

　

そ
の
初
め
に
、

　
　

 　

宗
教
は
歴
史
的
に
多
様
な
展
開
を
し
、
今
日
の
状
況
を
生
む
に
至
っ
て
い
る
。
日
本
の
宗
教
文
化
と

い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
現
代
宗
教
の
多
様
性
と
そ
こ
に
至
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
ど
う
捉
え
ら
れ
る
か
。

巻
頭
言

現
代
宗
教
研
究
と
は

 

赤　

堀　

正　

明　
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ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
持
っ
て
い
た
意
味
、
特
に
淘
汰
と
い
う
概
念
を
再
考
し
、
二
〇
世
紀
末
か
ら

急
激
に
展
開
し
た
脳
科
学
や
認
知
科
学
の
研
究
を
参
照
し
て
、
新
し
い
研
究
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
を

試
み
る
。（
中
略
）

　
　

 　

宗
教
進
化
論
の
従
来
の
考
え
方
と
は
違
う
議
論
を
す
る
た
め
に
、
…
…
私
は
む
し
ろ
進
化
に
働
く
淘

汰
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
…
…
今
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
み
ん
な
進
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
宗
教
文
化
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
大
事
な
こ
と

な
の
で
、
あ
え
て
こ
こ
で
申
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

氏
は
宗
教
教
団
も
淘
汰
さ
れ
、
進
化
し
た
教
団
が
現
在
生
き
残
っ
て
い
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
教
団
だ
け
が
、
今
日
残
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
残
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
残
滓
と
し
て
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
教
団
も
あ
り
、
少
な
く

と
も
な
ん
ら
か
の
存
在
感
を
示
し
て
い
る
教
団
で
あ
ろ
う
。

　

又
、
氏
は
研
究
の
視
座
を
古
代
か
ら
現
代
に
置
換
す
る
こ
と
を
提
言
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
日

蓮
宗
を
含
む
法
華
系
教
団
の
多
様
性
は
現
実
に
対
応
す
る
た
め
の
多
様
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

多
様
化
し
た
法
華
系
教
団
群
は
紛
れ
も
な
く
現
代
宗
教
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
多
様
化
、
芭
蕉
の
云
う
と
こ
ろ
の
流
行
中
に
こ
そ
が
、
日
蓮
聖
人
の
仏
教
の
現
在
、
し
い
て
は
法
華

経
の
現
在
、
不
易
を
見
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
華
系
教
団
群
と
は
何
な
の
か
。

　

そ
の
存
在
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
、
日
蓮
宗
に
設
置
さ
れ
た
現
代
宗
教
研
究
所
の
存
在
す
る
理
由
の
一
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つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
蓮
聖
人
が
教
・
機
・
時
・
国
・
序
の
五
義
判
の
基
準
に
よ
っ
て
現
代
末
法
に
流
布
す
べ
き
教
法
を
選
ば

れ
た
の
は
、
教
法
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
時
代
に
お
い
て
も
通
用
す
る
基
準
を
示
さ
れ
た
と
云
え
る
。

伊
藤
雅
之
氏
は
、

　
　

 

均
質
性
の
薄
れ
た
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
性
・
霊
性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
…
…
当
事
者
た
ち
が
、

ど
の
よ
う
に
多
様
な
選
択
肢
の
な
か
か
ら
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ふ
さ
わ
し
い
信
念
や
シ
ン
ボ

ル
を
獲
得
し
、
自
己
の
意
味
世
界
を
構
成
し
て
い
く
の
か
の
解
明
が
不
可
欠
と
な
る
。

 

（『
現
代
宗
教
二
〇
〇
一
』
五
八
頁
）

と
現
代
宗
教
の
も
つ
一
面
を
析
出
さ
れ
て
い
る
。

　

続
け
て
、
伊
藤
氏
は
、「
社
会
状
況
が
現
代
の
宗
教
性
・
霊
性
を
理
解
す
る
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な
り

う
る
」
と
見
ら
れ
て
茶
道
・
剣
道
・
書
道
等
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

通
好
な
一
例
を
挙
げ
る
。

　
「
樹
木
葬
」
は
初
め
、
墓
石
を
造
ら
な
い
埋
葬
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
現
在
は
シ
ン
ボ
ル
・
ツ
リ

ー
の
下
に
簡
易
な
墓
石
を
設
け
、
埋
骨
す
る
か
、
花
壇
の
中
に
埋
骨
す
る
。
花
壇
葬
と
名
付
け
て
も
良
さ
そ

う
な
埋
葬
形
式
（
集
合
墓
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
十
二
回
お
墓
の
消
費
者
全
国
実
態
調
査
（
二
〇
一
一
）
に
よ
れ
ば
、「
お
墓
選
び
で
重
視
し
た
点
」
は
、

お
墓
の
種
類
の
中
、
一
般
墓
二
六
・
九
％
に
比
べ
、
樹
木
葬
は
四
六
・
五
％
と
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

　

で
は
今
、
何
故
樹
木
葬
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
み
る
。
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先
ず
、
先
祖
代
々
を
祠
る
先
祖
墓
は
、
核
家
族
化
や
少
子
化
、
未
婚
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
夫
婦
墓
、

個
人
墓
を
理
想
と
す
る
傾
向
の
強
ま
り
に
あ
る
。
調
査
で
も
「
や
が
て
跡
継
ぎ
が
い
な
く
な
る
た
め
」
と
の

声
が
多
い
。

　

二
つ
め
は
、
故
人
の
霊
は
い
つ
ま
で
も
、
墓
に
停と

ど

ま
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
自
然
に
帰
る
と
の
イ
メ
ー
ジ

が
広
が
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
調
査
に
も
、「
自
然
に
帰
る
イ
メ
ー
ジ
が
持
て
た
か
ら
」
と
の
声
が

多
く
あ
っ
た
。
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

三
つ
め
は
、
墓
の
維
持
を
簡
略
に
し
た
い
と
の
思
い
で
あ
る
。
寺
墓
は
、
寺
と
檀
家
の
関
係
が
生
じ
、
寄

附
等
の
煩
わ
し
さ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
敬
遠
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　

四
つ
め
は
、
資
用
が
安
価
で
済
む
こ
と
に
あ
る
。
墓
石
は
高
額
で
、
建
墓
に
必
要
な
土
地
も
広
く
要
す
る

の
で
高
額
と
な
る
。
樹
木
葬
は
少
量
の
石
で
、
狭
隘
な
土
地
で
も
造
設
が
可
能
で
あ
る
。

　

五
つ
め
は
、
先
祖
供
養
意
識
の
希
薄
化
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
、
樹
木
葬
は
建
墓
形
式
で
一
位
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
三
百
年
続
い
た
檀
家
制
度
や
家
長
制
か
ら
の
脱
却
。
家
の
宗
教
か
ら
個
人
の
宗
教
へ
の
変
化
。

権
威
の
象
徴
と
し
て
の
墓
。
先
祖
崇
拝
か
ら
情
愛
に
基
付
く
建
墓
へ
の
変
化
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
宗
教
よ

り
も
人
間
関
係
に
よ
る
建
墓
意
識
の
変
容
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

著
者
は
か
つ
て
現
代
宗
教
に
お
け
る
神
・
仏
の
道
具
化
を
指
摘
し
た
（
新
・
新
宗
教
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
ま

と
め
）
が
、
既
知
の
よ
う
に
ス
ウ
ィ
ド
ラ
ー
の
文
化
概
念
は
多
様
化
し
た
文
化
を
構
成
す
る
パ
ー
ツ
を
撰
び

集
め
て
自
分
自
身
の
「
行
為
の
戦
術
を
構
成
す
る
た
め
の
資
源
と
な
る
。」
と
し
て
い
る
。

　

日
蓮
宗
に
お
い
て
は
、
そ
の
道
具
箱
の
中
の
い
く
つ
か
が
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
身
延
山
」
や
、
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「
除
霊
や
開
運
の
ま
じ
な
い
と
し
て
」「
セ
ラ
ピ
ー
と
し
て
」「
セ
レ
モ
ニ
ー
と
し
て
」「
救
い
と
し
て
」
な
ど

の
宗
教
的
な
パ
ー
ツ
が
入
っ
て
い
て
、
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

こ
の
サ
ム
・
パ
ー
ツ
は
「
メ
ト
ニ
ミ
ー
（
喚
喩
）」
的
に
理
解
さ
れ
、
各
部
分
が
集
ま
っ
て
、
喩
え
ら
れ

た
全
体
像
を
形
成
す
る
。

　

こ
の
像
は
不
確
か
だ
が
、
現
代
に
獲
得
さ
れ
た
宗
教
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
配
合
さ
れ
て
い
る
か
で
、
そ
の
教
団
の
特
質
を
形
成
し
て
い
る
。

　

こ
の
漠
然
と
表
わ
れ
た
像
が
法
華
系
の
多
く
の
教
団
と
し
て
映
し
出
さ
れ
た
感
も
あ
る
。

　

現
代
に
存
在
す
る
も
の
は
意
味
が
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
必
要
な
時
で
あ
り
、
こ
こ
に
現

代
宗
教
研
究
の
基
点
が
置
か
れ
て
い
よ
う
。

　

当
然
、
分
析
す
る
主
体
の
立
場
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。




