
芭
蕉
の
俳
句
と
セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
は
つ

な
が
る
か
？
⑴

光
の
変
化
の
「
妙
」
を

求
め
た
印
象
派
絵
画
の
全

盛
時
代
に
セ
ザ
ン
ヌ
は
自

然
は
円
錐
、
円
柱
、
球
体

で
表
現
で
き
る
と
主
張
し

て
独
自
の
絵
画
理
論
を
展

開
し
た
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
や

ピ
カ
ソ
が
こ
の
セ
ザ
ン
ヌ

の
世
界
の
影
響
を
受
け
、

引
き
継
い
で
い
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
本

部
に
勤
務
し
て
い
た
時

に
、
仕
事
が
終
わ
る
５
時

を
過
ぎ
て
か
ら
、
世
界
の

い
ろ
い
ろ
異
な
っ
た
文
化

で
育
っ
て
き
た
同
僚
た
ち

と
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
文

化
、
仏
教
文
化
、
道
教
と

儒
教
文
化
、
日
本
文
化
な

ど
に
関
し
て
、
ワ
イ
ン
を

楽
し
み
な
が
ら
自
由
に
意

見
を
交
え
た
こ
と
を
思
い

だ
し
た
。

日
本
人
の
私
に
質
問
が

飛
ん
で
き
た
「
日
本
人
は

芭
蕉
の
俳
句
の
ど
こ
に
感

動
し
て
い
る
の
か
？
」、

私
は
と
ま
ど
っ
て
し
ま
っ

た
。
芭
蕉
の
俳
句
は
中
学

生
の
時
に
教
え
ら
れ
た

が
、
芭
蕉
が
ど
ん
な
世
界

を
感
じ
て
い
た
の
か
な

ど
、
考
え
も
し
な
か
っ
た

し
、
教
わ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。

こ
れ
が
き
っ
か
け
で
、

私
が
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な

文
化
に
興
味
を
感
じ
て
、

日
本
文
化
と
の
関
係
を
考

え
出
し
た
。
欧
米
キ
リ
ス

ト
文
化
、
イ
ス
ラ
ム
文

化
、
ア
フ
リ
カ
文
化
、
南

太
平
洋
文
化
、
中
国
文

化
、
中
南
米
文
化
な
ど
世

界
の
い
ろ
い
ろ
な
文
化
に

出
合
い
、
感
得
す
る
こ
と

に
心
が
け
た
。

あ
る
時
、
セ
ザ
ン
ヌ
の

絵
が
話
題
に
な
っ
た
。
私

は
同
僚
た
ち
に
「
セ
ザ
ン

ヌ
の
絵
の
何
処
に
感
動
す

る
の
か
？
」
と
聞
い
た
。

１
人
の
同
僚
が
い
っ
て
い

た
「
絵
に
自
然
の
隠
れ
た

動
き
が
感
じ
ら
れ
る
」

と
。そ

れ
か
ら
20
年
も
過
ぎ

た
今
に
な
っ
て
、
そ
の
言

葉
が
響
い
て
来
る
の
で
あ

る
。（

世
代
を
越
え
て
つ
な

が
る
も
の
）

大
船
渡
短
歌
会
か
ら
15

人
の
30
作
品
が
送
ら
れ
て

き
た
。
津
波
へ
の
思
い
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
元
旦
）、（
仮
設
住
宅
）、

（
希
望
の
風
）、（
復
興
へ

の
祈
り
と
祭
り
）、（
老
い

の
お
も
い
）、（
志
と
命
の

つ
な
が
り
）
に
ま
と
め

て
、
評
を
行
っ
た
。

（
元
旦
）
４
首

佐
々
木
せ
い
子

煌
々
と
昇
れ
る
太
陽
沈
む

ま
で
遮
る
も
の
の
な
き
元

旦
と
な
る

年
の
市
に
真
っ
先
に
求
め

た
る
南
天
は
新
年
の
床
の

間
の
賑
わ
し
て
お
り

返
歌

元
旦
の
空
は
広
々
晴
れ
渡

り
南
天
や
ど
す
生
き
る
力

を

及
川
智
香
子

待
ち
お
れ
ど
年
始
を
伝
え

る
ド
ラ
の
音
の
大
船
渡
湾

よ
り
今
年
も
響
か
ず

ス
ー
パ
ー
の
ス
カ
イ
ブ
ル

ー
の
大
看
板
つ
ひ
に
壊
さ

れ
い
と
ど
寂
し
も

返
歌

津
波
去
り
昔
の
思
い
出
流

さ
れ
る
ド
ラ
の
音
響
か
ず

元
旦
の
湾

東
日
本
大
震
災
か
ら
早

や
２
年
、
老
い
を
感
じ
な

が
ら
、
爪
痕
の
傷
と
復
興

へ
の
希
望
を
元
旦
の
日
の

出
と
、
湾
の
船
の
ド
ラ
の

音
に
た
く
し
て
詠
ん
で
お

り
ま
す
。
こ
の
老
い
の

人
々
の
生
き
る
こ
と
へ
の

感
性
は
大
船
渡
第
一
中
学

校
の
生
徒
た
ち
の
詠
作
品

と
響
き
合
い
ま
す
。

（
雨
を
忘
れ
て
合
唱
）

梅
下
村
塾
�

歌
声
に
想
い
を
の
せ
て
響

か
せ
て

（
中
１
・
女
子
）

歌
声
と
希
望
が
一
緒
に
響

き
合
う

（
中
１
・
男
子
）

若
者
に
は
力
が
み
な
ぎ

っ
て
お
り
ま
す
。
外
の
大

雨
を
忘
れ
て
合
唱
の
世
界

に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
老

い
の
世
代
は
長
い
人
生
の

知
恵
と
し
て
、
変
わ
り
ゆ

く
も
の
と
か
わ
ら
ぬ
も
の

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
わ
か
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
知
恵

の
根
っ
こ
が
地
域
の
若
い

世
代
へ
受
け
継
が
れ
、
感

動
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り

ま
す
。

２
月
19
日
の
第
１
面
に

は
「
被
災
地
の
い
ま
世
界

に
発
信
　
青
年
の
船
気
仙

入
り
　
日
本
と
10
カ
国
の

２
０
０
人
余
　
両
市
で
視

察
・
研
修
活
動
」
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
自
然
災
害

と
の
遭
遇
は
世
界
各
地
に

起
こ
り
え
る
。
自
然
認
識

と
社
会
認
識
を
世
界
の

人
々
が
共
有
す
る
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

「
芭
蕉
と
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵

は
つ
な
が
る
の
か
？
」
は

こ
こ
に
響
い
て
来
る
。

世
迷
言
は
世
界
ス
キ
ー

競
技
の
ラ
イ
バ
ル
同
士
の

米
国
の
サ
ラ
・
ヘ
ン
ド
リ

ッ
ク
ソ
ン
さ
ん
と
日
本
の

高
梨
沙
羅（
サ
ラ
）さ
ん
の

サ
ラ
対
決
に
触
れ
、
ス
ポ

ー
ツ
競
技
に
お
け
る
心
技

体
の
「
妙
」
を
「
思
い
き

り
」
の
よ
さ
か
ら
述
べ
て

い
る
。
気
仙
地
域
の
若
者

は
老
い
の
持
っ
て
い
る
人

生
の
「
妙
」
を
受
け
継
ぎ
、

自
分
の
血
肉
に
消
化
し

て
、
国
の
内
外
に
羽
ば
た

い
て
い
く
こ
と
を
願
う
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


