
芭
蕉
の
俳
句
と
セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
は
つ

な
が
る
か
？
⑸

日
本
は
世
界
に
冠
た
る

長
寿
の
国
で
あ
る
。
し
か

し
老
い
て
な
を
気
持
ち
を

シ
ャ
ン
と
矜
持
し
っ
か
り

と
し
て
、
心
豊
か
な
生
活

を
送
り
た
い
と
多
く
の
人

は
思
っ
て
い
る
。

日
本
に
は
俳
句
、
短

歌
、
川
柳
な
ど
を
詠
む
人

が
多
く
い
る
。
本
を
読
ん

で
知
っ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
花
の
都
パ
リ
で
タ
ク

シ
ー
に
乗
っ
た
時
に
、
日

本
で
は
俳
句
や
短
歌
が
盛

ん
で
、
自
動
車
の
運
転
手

さ
ん
も
詠
ん
で
い
る
こ
と

を
話
し
た
ら
、
パ
リ
の
運

転
手
さ
ん
は
驚
い
た
と
い

う
う
の
で
あ
っ
た
。

古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
身

分
制
度
の
習
慣
が
残
っ
て

い
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
詩

を
詠
む
人
は
高
い
教
育
を

受
け
た
人
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性

は
哲
学
、思
想
、宗
教
、芸

術
、
歴
史
な
ど
、
領
域
の

広
さ
と
、
深
さ
を
備
え
て

い
る
。

京
都
大
学
教
授
で
で
フ

ラ
ン
ス
文
学
者
で
あ
っ
た

桑
原
武
夫
氏
は
俳
句
を

「
第
二
芸
術
」
と
し
て
論

じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
俳
句
の
よ
う
な
短

詩
形
で
は
思
想
を
盛
る
こ

と
が
出
来
な
い
と
い
う
主

張
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
「
第
二
芸
術
」
に
対

し
て
、
日
本
の
俳
句
界
か

ら
は
堂
々
と
し
た
、
反
論

は
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

東
北
大
学
で
も
教
え
て

い
た
深
い
学
識
と
教
養
を

持
っ
て
い
た
、
桑
原
武
夫

氏
は
石
川
啄
木
の
詩
に
は

感
動
す
る
も
の
が
あ
る
と

書
い
て
い
た
。「
第
二
芸

術
」
は
１
９
７
１
年
に
出

版
さ
れ
て
い
る
。
医
学
部

を
卒
業
し
て
間
も
な
い
30

代
の
初
期
の
頃
に
、
こ
の

「
第
二
芸
術
」
を
読
ん
で
、

俳
句
は
思
想
を
盛
る
こ
と

が
出
来
な
い
の
か
と
思
っ

て
い
た
。

50
歳
代
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
ジ
ュ

ネ
―
ブ
本
部
に
勤
務
し
て

い
た
こ
ろ
に
、
世
界
の
い

ろ
い
ろ
な
国
の
人
々
と
俳

句
の
こ
と
を
話
す
機
会
が

会
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か

ら
、
俳
句
と
思
想
と
の
関

係
を
考
え
始
め
た
。
芭

蕉
、
蕪
村
、
一
茶
を
始
め

と
す
る
江
戸
時
代
の
俳
句

に
は
、
世
界
と
共
有
で
き

る
思
想
と
芸
術
の
世
界
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
い
た
。「
梅
下
村
塾
」
で

は
「
芭
蕉
の
句
と
セ
ザ
ン

ヌ
の
絵
は
つ
な
が
る

か
？
」
こ
の
考
え
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
老
い
へ
の
思
い
）
の

４
首
か
ら

増
田
邦
夫

火
鉢
に
て
豆
煮
る
妻
は
遠

野
路
の
木
炭
使
ふ
十
年
こ

の
か
た

月
山
の
春
の
山
菜
た
べ
た

し
と
賀
状
に
あ
り
ぬ
妹
か

ら
の返

歌

遠
野
路
の
炭
と
月
さ
ん
山

菜
や
心
豊
か
に
暮
ら
す
老

い
二
人

橋
爪
里
見

子
に
曾
孫
卒
寿
の
我
の
祝

い
に
と
雪
積
む
湯
宿
に
賑

わ
う
一
夜

窓
越
し
に
眺
め
て
寒
き
庭

の
雪
ふ
む
こ
と
も
な
く
過

ご
す
幾
日

返
歌

窓
越
し
に
月
を
眺
め
て
暮

ら
す
日
々
卒
寿
の
祝
い
家

族
賑
わ
う

古
希
、
卒
寿
、
と
年
令

の
坂
を
越
え
て
、
そ
し
て

近
づ
く
と
、
思
い
出
が
つ

く
も
積
み
重
な
っ
て
来

る
。吉

永
小
百
合
と
マ
ヒ
ナ

ス
タ
ー
ズ
の
「
北
風
」
の

歌
、「
北
風
吹
き
ぬ
く
寒

い
朝
も
　
心
ひ
と
つ
で
暖

か
く
な
る
…
」

こ
の
歌
の
な
か
の
「
心
ひ

と
つ
で
暖
か
く
な
る
」、

こ
れ
は
、「
梅
下
村
塾
」
の

心
構
え
の
基
本
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

「
山
の
あ
な
た
の
空
遠

く
、
幸
す
む
と
人
の
言

う
」、
ド
イ
ツ
の
新
ロ
マ

ン
派
の
詩
人
、
カ
ー
ル
ブ

ッ
セ
の
詩
で
あ
る
。
ロ
マ

ン
を
求
め
て
、
出
か
け
て

行
く
西
欧
文
化
の
心
が
滲

ん
で
く
る
。

”
起
き
て
見
つ
寝
て
見

つ
蚊
帳
の
広
さ
か
な
”、

遊
女
浮
橋
が
詠
ん
だ
と
と

も
、
加
賀
の
千
代
女
が
詠

ん
だ
俳
句
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。

古
希
を
越
え
る
人
々
に

は
蚊
帳
の
情
緒
は
わ
か
る

と
思
う
が
、
若
い
世
代
の

人
に
は
な
か
な
か
そ
れ
は

無
理
だ
ろ
う
と
思
う
。

「
理
想
」
の
追
求
、「
生
活

の
場
」
と
奥
に
あ
る
も
の

を
を
感
じ
取
る
、
西
欧
文

化
と
我
が
国
の
文
化
の
違

い
で
あ
る
。
古
希
の
坂
を

越
え
る
と
思
い
出
が
深
く

な
っ
て
来
る
。

（
東
海
新
報
記
事
か

ら
）２

月
21
日
（
木
）
の
第

五
面
の
「
無
我
に
て
候

澤
木
興
道
と
ヤ
マ
キ
さ
ん

大
船
渡
市
盛
町
　
狩
集

憲
彦
」
に
は
澤
木
興
道
老

子
の
熊
本
の
五
高
時
代
の

こ
と
と
、
五
高
の
教
授
を

し
た
、
夏
目
漱
石
の
事
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
西
欧

の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
日
本
の

我
執
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏

教
の
対
応
の
仕
方
は
共
通

す
る
も
の
と
、
そ
う
で
な

い
も
の
が
あ
る
の
は
当
然

で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
留
学
を
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の

大
き
な
力
に
圧
倒
さ
れ
て

帰
国
し
た
夏
目
漱
石
は
エ

ゴ
イ
ズ
ム
と
我
執
と
の
闘

い
の
末
に
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

な
り
、
こ
れ
を
乗
り
越
え

て
「
則
天
去
私
」
を
掲
げ

て
小
説
を
書
き
続
け
て
、

深
い
意
味
を
潜
め
て
い
る

傑
作
「
明
暗
」
を
書
き
上

げ
た
。

英
文
学
者
で
あ
る
夏
目

漱
石
は
漢
学
に
も
深
い
知

識
を
持
っ
て
い
た
。
漱
石

は
中
国
の
陶
淵
明
の
詩
の

「
悠
然
と
し
て
南
山
を
望

む
」
に
あ
る
よ
う
な
理
想

郷
を
求
め
て
い
た
よ
う

だ
。「
芭
蕉
の
句
と
セ
ザ

ン
ヌ
の
絵
は
つ
な
が
る

か
？
」
は
「
無
我
に
て
候

澤
木
興
道
と
ヤ
マ
キ
さ
ん

大
船
渡
市
盛
町
　
狩
集
憲

彦
」
の
コ
ラ
ム
に
あ
る
、

夏
目
漱
石
の
世
界
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


