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エ
ッ
セ
イ 

 
芭
蕉
と
映
画 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

西
田
青
沙

せ

い

さ 

泗
楽
会 

芭
蕉
に
映
画
な
ど
と
い
さ
さ
か
突
飛
な
取
合
わ
せ
だ
が
、
寺
田
寅
彦
の
随

筆
に
「
一
連
句
は
日
本
人
の
過
去
、
現
在
、
未
来
の
生
き
た
生
活
の
忠
実
な

る
活
動
写
真
で
あ
り
、
ま
た
最
も
優
秀
な
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
映
画
（「
連
句
雑

俎
」
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
連
句
の
正
式
な
名
称
は
「
俳
諧
之
連
歌
」

と
い
う
が
、
そ
の
俳
諧
の
「
俳
」
の
字
に
は
「
わ
ざ
お
ぎ
、
役
者
」
の
意
味

が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
申
訳
と
し
、
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

 

早
速
、
連
句
に
馴
染
の
な
い
方
の
た
め
に
芭
蕉
た
ち
の
作
品
の
一
部
を
ご

紹
介
し
よ
う
。 

  
 

① 

御
頭
へ
菊
も
ら
は
る
ゝ
め
い
わ
く
さ 

 
 

野
坡 

 
 

②  

娘
を
堅
う
人
に
あ
は
せ
ぬ 

 
 
 
 
 

芭
蕉 

 
 

③ 

奈
良
が
よ
ひ
お
な
じ
つ
ら
な
る
細
基
手 

 

野
坡 

 
 

④  

こ
と
し
は
雨
の
ふ
ら
ぬ
六
月 

 
 
 
 

芭
蕉 

 
 

⑤ 

預
け
た
る
み
そ
と
り
に
や
る
向
河
岸 

 
 

野
坡 

 
 

⑥  

ひ
た
と
い
ひ
出
す
お
袋
の
事 

 
 
 
 

芭
蕉 

  

芭
蕉
の
新
風
を
表
し
た
と
し
て
名
高
い
撰
集
『
炭
俵
』
所
収
「
梅
が
香
に
」

の
巻
の
裏
一
句
目
か
ら
六
句
目
で
あ
る
。
芭
蕉
の
お
相
手
の
野
坡
（
や
ば
）

は
越
後
屋
（
今
の
三
越
）
の
番
頭
で
あ
る
。 

①
の
御
頭
は
小
筒
組
、
槍
組
な
ど
の
組
頭
。
主
人
公
は
そ
の
配
下
の
同
心
で

あ
る
。
折
角
丹
精
し
た
菊
を
褒
め
殺
し
に
さ
れ
、「
お
気
に
め
し
た
の
を
ど
れ

か
一
鉢
」
ぐ
ら
い
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
を
迷
惑
だ
と
い
う
。

②
は
前
句
の
菊
を
愛
娘
に
取
成
し
て
、
悪
い
虫
が
付
か
な
い
よ
う
に
と
腐
心

す
る
父
親
。
③
の
「
奈
良
通
い
」
は
奈
良
の
産
物
、
た
と
え
ば
奈
良
晒
な
ど

を
仕
入
れ
て
、
担
ぎ
で
町
や
村
を
売
り
歩
く
商
人
。
お
な
じ
つ
ら
（
面
）
は

顔
で
は
な
く
水
準
の
こ
と
。
細
基
手
（
ほ
そ
も
と
で
）
は
零
細
資
本
。
奈
良

通
い
た
ち
が
溜
り
場
に
し
て
い
る
茶
店
で
の
、
前
句
の
人
物
に
つ
い
て
の
噂

で
あ
る
。
④
も
同
じ
シ
ー
ン
で
の
会
話
。
登
場
人
物
が
輻
輳
し
た
と
き
な
ど
、

軽
く
気
分
を
変
え
た
い
と
き
に
使
わ
れ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
、
遣
り
句
と
か
逃

げ
句
と
か
呼
ば
れ
る
。
⑤
は
親
戚
で
共
同
購
入
し
た
味
噌
を
誰
か
が
誰
か
に

向
河
岸
ま
で
取
り
に
や
る
の
で
あ
る
。
⑥
が
付
い
て
そ
の
事
情
が
明
ら
か
に

な
る
。
昔
は
一
族
の
う
ち
に
ご
意
見
番
の
叔
父
さ
ん
と
い
う
人
が
一
人
は
い

た
。
察
す
る
に
、
母
親
が
息
子
に
意
見
を
し
て
も
ら
い
た
く
て
、
味
噌
を
口

実
に
叔
父
さ
ん
の
所
へ
や
っ
た
の
だ
。
叔
父
さ
ん
曰
く
「
お
前
ェ
の
お
袋
は

も
う
若
く
は
ね
ェ
し
身
体
も
丈
夫
な
方
じ
ゃ
ね
ェ
。
い
つ
ま
で
も
遊
び
呆
け

て
い
ね
ェ
で
ど
っ
か
へ
奉
公
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
お
袋
を
安
心
さ
せ
て
や
っ
ち

ゃ
ど
う
で
ェ
」
と
い
っ
た
具
合
か
。
江
戸
の
頃
の
町
人
の
子
は
数
え
年
七
歳

で
寺
子
屋
へ
入
門
し
、
十
一
歳
で
奉
公
に
出
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。 
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こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
た
ち
の
作
品
は
ど
の
句
も
登
場
人
物
た
ち
が
活
き
活

き
と
息
づ
い
て
い
る
。
芭
蕉
以
前
の
連
句
は
、
専
ら
言
葉
あ
そ
び
に
終
始
し

た
が
、
芭
蕉
に
至
っ
て
生
活
者
と
し
て
の
人
物
を
登
場
さ
せ
、
時
に
し
み
じ

み
と
、
ま
た
時
に
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
そ
の
日
常
を
描
い
て
見
せ
た
。
そ
れ
と
、

俳
文
学
の
研
究
者
た
ち
は
誰
も
い
わ
な
い
が
、
作
品
の
中
に
「
見
て
い
る
人
」

の
眼
差
し
を
持
込
ん
だ
の
も
芭
蕉
た
ち
の
連
句
の
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ

メ
ラ
・
ア
イ
で
あ
る
。 

 

次
に
、
連
句
の
第
一
句
を
発
句
（
ほ
っ
く
）、
ホ
句
と
い
い
、
そ
れ
を
独
立

さ
せ
た
の
が
今
の
俳
句
で
あ
る
。
そ
の
芭
蕉
の
発
句
を
一
二
見
て
み
よ
う
。 

  
 

一
家
に
遊
女
も
ね
た
り
萩
と
月 

 
 
 
（
お
く
の
ほ
そ
道
） 

  

旅
に
疲
れ
て
宿
の
褥
に
横
に
な
っ
て
い
る
芭
蕉
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
よ

う
。
寝
つ
こ
う
と
す
る
と
一
間
隔
て
た
表
の
部
屋
か
ら
若
い
女
た
ち
の
話
し

声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
ひ
そ
ひ
そ
話
だ
ろ
う
に
そ
の
内
容
ま
で
丸
聞
こ
え
な

の
で
あ
る
。
新
潟
の
遊
女
で
伊
勢
参
り
に
ゆ
く
の
だ
と
い
う
。
そ
の
芭
蕉
を

も
う
一
人
の
芭
蕉
の
視
線
が
斜
め
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
。
丁
度
絵
物
語

で
も
見
る
よ
う
に
。 

 

次
に
そ
の
カ
メ
ラ
が
後
方
に
引
い
て
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
に
な
る
。
す
る

と
屋
内
に
は
芭
蕉
と
、
一
間
隔
て
て
物
語
り
す
る
若
い
遊
女
二
人
と
見
送
り

の
年
寄
り
の
姿
。
屋
外
に
は
咲
き
盛
る
萩
。
そ
し
て
そ
れ
を
白
々
と
照
ら
す

月
光
。
そ
ん
な
情
景
に
な
ろ
う
か
。 

 

連
句
の
と
こ
ろ
で
い
っ
た
「
見
て
い
る
人
」
の
眼
差
し
は
作
者
以
外
の

何
者
か
だ
が
、
芭
蕉
の
発
句
の
場
合
は
作
品
世
界
の
中
に
必
ず
作
者
を
置
い

て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
見
て
い
る
も
う
一
人
の
作
者
の
眼
差
し
を
意
識
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
で
、
読
手
は
作
者
と
一
つ
に
な
れ
る
。 

 

 
 

此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥 

 
 
 
 

（
笈
日
記
） 

   

芭
蕉
最
晩
年
の
作
品
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
大
阪
の
弟
子
た
ち
の
縄
張
争
い

の
調
停
に
、
故
郷
の
上
野
を
発
ち
、
奈
良
で
一
泊
。
そ
し
て
翌
日
、
く
ら
が

り
峠
を
越
え
て
大
阪
に
入
っ
た
。
近
江
の
弟
子
の
一
人
へ
の
書
簡
に
「
伊
賀

よ
り
大
阪
ま
で
十
七
八
里
、
所
々
歩
い
て
、
貴
方
と
約
束
し
た
旅
の
心
だ
め

し
に
と
思
い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
二
里
と
は
続
き
か
ね････

」
と
歎
い
て

い
る
。
よ
ほ
ど
弱
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

峠
道
に
さ
し
か
か
っ
て
息
を
切
ら
し
、
思
わ
ず
立
ち
止
っ
て
汗
を
拭
き
つ

つ
顔
を
上
げ
る
と
、
秋
の
空
の
遠
い
雲
間
に
高
く
帆
翔
す
る
鳥
の
孤
影
が
あ

る
。
ま
る
で
寄
る
辺
な
い
己
が
魂
の
よ
う
に
。
こ
ん
な
シ
ー
ン
も
如
何
に
も

映
画
的
で
は
な
い
か
。
芭
蕉
が
現
代
に
生
れ
て
い
た
ら
さ
ぞ
優
れ
た
映
像
作

家
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。 


