


「
芭
蕉
＝
俳
句
」
と
い
う
け
れ
ど

二
年
生
、
一
年
生
と
来
た
か
ら
、
今
日
は

三
年
生
だ
ね
。
松
尾
芭
蕉
に
つ
い
て
書
き
ま

す
。
「
『
芭
蕉
』
と
言
え
ば
『
俳
句
』
」
と

答
え
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
け
ど
、
本
当
に
そ

う
か
な
？
今
日
は
そ
ん
な
話
か
ら
入
り
ま
す
。

い
き
な
り
ク
イ
ズ
で
す
。
五
七
五
七
七
の

三
十
一
音
で
成
り
立
つ
短
歌
と
、
五
七
五
の
十
七
音
で
成
り
立
つ
俳

句
は
ど
ち
ら
の
方
が
古
い
の
で
し
ょ
う
か
。
答
え
は
、
圧
倒
的
に

「
短
歌
（
の
方
が
古
い
）
」
で
す
。
短
歌
が
日
本
に
な
か
っ
た
ら
、

俳
句
は
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

短
歌
は
、
日
本
最
古
の
詩
集
で
あ
る
奈
良
時
代
の
「
万
葉
集
」
に

初
め
て
見
ら
れ
ま
す
。
文
字
で
残
っ
て
い
る
短
歌
は
「
万
葉
集
」
が

最
初
で
す
が
、
恐
ら
く
そ
の
前
か
ら
短
歌
は
人
々
に
作
ら
れ
、
親
し

ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
短
歌
は
平
安
、
鎌
倉
と
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
鎌

倉
前
期
辺
り
か
ら
、
少
し
ず
つ
短
歌
の
一
部
が
「
連
歌
」
へ
と
変
化

し
始
め
ま
す
。
五
七
五
の
上
の
句
と
、
七
七
の
下
の
句
を
別
々
の
人

が
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
何
人
か
で
連
続

さ
せ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
お
も
し
ろ
み
を
求
め
て
創
作
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
す
る
と
、
芸
術
性
や
す
ば
ら
し
さ
は
失

わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
こ
れ
で
は
だ
め
だ
！
」
と
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
江
戸
時
代
に

生
き
た
松
尾
芭
蕉
で
す
。
彼
は
上
の
句
の
五
七
五
に
芸
術
性
を
も
た

せ
、
新
し
い
「
俳
諧
」
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
芭

蕉
＝
俳
諧
」
な
の
で
す
ね
。
こ
の
芭
蕉
に
つ
い
て
は
、
ま
た
今
後
詳

し
く
話
し
て
い
き
ま
す
ね
。
芭
蕉
は
魅
力
的
な
人
で
す
か
ら
、
楽
し

み
に
し
て
お
い
て
ね
。

で
は
、
「
俳
句
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
よ
ね
。
実
は
、
そ
の
言
葉
を
生
み
出

し
た
の
が
明
治
時
代
に
生
き
た
正
岡
子
規
な
の
で
す
。

彼
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
び
っ
く
り
す
る
ぐ
ら
い
似
て
い
て
本
人

の
お
笑
い
の
ネ
タ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
お
笑
い
芸
人
「
バ
イ
キ

ン
グ
」
小
峠
さ
ん
と
そ
っ
く
り
で
す
。
左
の
写
真
が
正
岡
子
規
で
す
。

小
峠
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

話
が
そ
れ
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で
は
、
次
回
は

芭
蕉
の
生
き
方
に
つ
い
て
教
科
書
の
古
典
教
材

と
関
わ
ら
せ
て
書
き
ま
す
ね
。
乞
う
ご
期
待
！

（
五
月
一
日

記
）


