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な
中
で
も
、
と
り
わ
け
芭
蕉
は
、
師
と
も
仰
ぐ
西
行
法

師
の
足
跡
を
た
ど
り
た
い
―
―
そ
ん
な
想
い
を
強
く

持
っ
て
い
ま
し
た
。
西
行
は
文
治
二
年
（
１
１
８
６
）
奈

良
東
大
寺
の
造
営
資
金
勧
進
の
た
め
、
東
海
、
奥
羽
地
方

を
行
脚
し
、
そ
の
道
々
で
多
く
の
歌
を
詠
じ
な
が
ら
、
十

月
に
平
泉
の
藤
原
氏
の
も
と
に
宿
っ
て
い
ま
す
。
細
道

の
旅
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
平
泉
に
あ
る
、
と
言
わ
れ
る

所
以

ゆ

え
ん

の
一
つ
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
西
行
と
親
戚

筋
に
あ
っ
た
の
が
、
信し

の

夫ぶ
の

庄
　
し
ょ
う
　司じ

佐
藤
基
治

も
と
は
る

で
し
た
。

「
信
夫
の
佐
藤
氏
は
、
平
泉
の
藤
原
氏
の
も
と
に
、

信
夫
、
伊
達
、
さ
ら
に
広
く
中
通
り
一
帯
、
白
河
あ
た

り
ま
で
の
藤
原
氏
の
私
有
地
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
、
支
配

し
た
庄
司
だ
っ
た
の
で
す
。
佐
藤
基
治
は
湯
野
・
飯
坂

を
本
拠
と
し
、
丸
山
の
大
鳥
城
に
居
を
構
え
て
い
ま
し

た
。
西
行
は
、
こ
の
基
治
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
」
と
話
す
秋
山
さ
ん
は
、「
芭
蕉
が
想
い
を
寄
せ

る
西
行
と
佐
藤
基
治
、
平
泉
の
藤
原
秀
衡

ひ
で
ひ
ら

を
つ
な
ぐ
強

い
糸
が
あ
っ
た
」
と
も
語
り
ま
す
。
そ
れ
は
源
義
経
で

す
。
治
承
四
年
（
１
１
８
０
）、
兄
の
頼
朝
が
源
平
合
戦

の
旗
揚
げ
を
す
る
に
及
び
、
こ
の
時
平
泉
・
藤
原
秀
衡

の
も
と
に
あ
っ
た
義
経
は
奥
州
各
地
の
兵
を
引
き
連

れ
、
兄
を
助
け
る
た
め
に
鎌
倉
へ
馳は

せ
参
じ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
秀
衡
の
命
を
受
け
、
従
っ
た
家
来
と
し
て

「
義
経
記
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
佐
藤
基
治
の
子

息
、
継
信

つ
ぐ
の
ぶ

・
忠
信

た
だ
の
ぶ

兄
弟
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
兄
弟
は

義
に
殉
じ
、
と
も
に
義
経
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
壮
絶

な
最
期
を
遂
げ
ま
し
た
。
兄
・
継
信
は
四
国
・
屋
島
の

合
戦
で
義
経
の
身
を
守
る
た
め
、
わ
が
身
を
循
と
し
て

矢
を
受
け
て
主
君
を
助
け
、帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
弟
・
忠
信
は
、
平
家
滅
亡
後
に
頼
朝
と
不
和
に

な
っ
た
義
経
が
京
都
・
堀
川
で
苦
況
に
陥
っ
た
時
、
義

経
の
装
束
を
着
て
応
戦
し
、
こ
れ
ま
た
身
代
わ
り
と
な

っ
て
戦
死
し
ま
し
た
。
そ
し
て
父
・
基
治
も
、
攻
め
寄

る
頼
朝
の
軍
勢
と
戦
っ
て
命
を
落
と
し
た
の
で
す
。

「
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
芭
蕉
は
す
べ
て
知
っ
て
い
ま
し

た
」
と
、
秋
山
さ
ん
は
語
り
ま
す
。
悲
劇
の
英
雄
・
義

経
を
追
慕
す
る
民
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
芭
蕉
に
と
っ

て
、
西
行
も
訪
ね
た
と
い
う
佐
藤
一
族
の
も
と
に
向
か

う
こ
と
は
念
願
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

■
感
動
の
極
み
と
な
っ
た
飯
坂
の
地

医
王
寺
住
職
の
橋
本
さ
ん
は
、「
奥
の
細
道
の
旅
で
、

芭
蕉
が
二
度
も
涙
を
流
し
た
の
は
、
飯
坂
の
地
だ
け
な

ん
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
芭
蕉
は
、
丸
山
・
大
鳥
城
に

居
を
構
え
て
い
た
佐
藤
庄
司
の
館
を
訪
ね
、
義
経
に
身

命
を
託
し
た
佐
藤
一
族
の
悲
劇
を
想
い
、
思
わ
ず
涙
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
族
が
眠
る
菩
提
寺
・
医
王
寺
で

は
、
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
戦
死
を
悲
し
む
老
母
・
乙
和

御
前
を
慰
め
よ
う
と
、
兄
弟
の
奥
方
、
若
桜
と
楓

か
え
で

が
自

ら
の
悲
し
み
を
こ
ら
え
て
甲
冑

か
っ
ち
ゅ
う

を
身
に
着
け
、
兄
弟

凱
旋

が
い
せ
ん

の
さ
ま
を
演
じ
た
と
い
う
言
い
伝
え
を
聞
き
、
そ

の
健
気
さ
に
再
び
涙
を
落
と
し
ま
し
た
。
義
経
説
話

に
重
い
位
置
を
占
め
る
佐
藤
一
族
の
、
そ
の
本
拠
で
あ

る
丸
山
と
菩
提
寺
を
、
万
感
の
想
い
を
も
っ
て
訪
ね
た

芭
蕉
が
、
こ
の
こ
と
を
「
中
に
も
二
人
の
嫁
が
し
る
し
、

先ま
ず
　

哀
あ
わ
れ

也
　
な
り
　

。
女
な
れ
ど
も
か
ひ
が
ひ
し
き
名
の
世
に
聞

こ
え
つ
る
も
の
か
と
袂

た
も
と

を
ぬ
ら
し
ぬ
」
と
、
感
動
の
極

み
に
達
し
た
慟
哭

ど
う
こ
く

の
表
現
を
も
っ
て
記
し
た
の
は
、
当

然
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
時
、
芭
蕉
の
胸
の
中
に
は
、

義
経
と
老
母
・
乙
和
の
姿
が
去
来
し
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
芭
蕉
の
二
度
の
涙
と
は
、「
義
経
と
乙
和
の
魂
が

の
ま
ま
で
開
か
ず
に
落
ち
て
し
ま
う
椿
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
人
々
は
、
こ
れ
を
い
つ
し
か
「
乙
和
の
椿
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
永
い
時
を
経
て
巨
木
と

な
っ
て
も
、
花
咲
く
こ
と
の
な
い
こ
の
椿
に
は
、
乙
和

の
想
い
が
生
き
続
け
、
そ
の
深
い
悲
し
み
を
訴
え
続
け

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
乙
和
の
心
の
声
」
は
、
今
な

お
こ
こ
に
、
さ
ま
よ
っ
て
い
ま
す
。

■
伝
え
続
け
た
い
、
家
族
の
愛
と
絆

三
百
年
余
り
前
、
飯
坂
の
地
に
立
っ
た
芭
蕉
に
は
、

そ
ん
な
「
心
の
声
」
が
、
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
歴
史
や
伝
統
の
中
に
し
っ

か
り
と
身
を
置
き
、
聞
こ
う
と
心
が
け
る
者
に
の
み
、

聞
こ
え
る
声
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
心
は
、

流
し
た
涙
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二
人
の
息
子
の
無
事
の
帰
り
を
、
乙
和
は
待
ち
続
け

ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
想
い
は
、
つ
い
に
届
き
ま
せ
ん

で
し
た
。「
継
信
・
忠
信
兄
弟
が
戦
死
し
た
の
は
、
年
こ

そ
違
い
ま
す
が
、
と
も
に
冬
の
時
期
。
当
時
の
こ
と
で

す
か
ら
、そ
の
哀
し
い
知
ら
せ
が
乙
和
に
届
い
た
の
は
、

お
そ
ら
く
暖
か
い
春
に
な
っ
た
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
秋
山
さ
ん
は
推
察
し
ま
す
。

「
乙
和
は
厳
し
い
冬
を
耐
え
、
二
人
の
わ
が
子
を
想
う

た
び
に
近
く
の
清
水
に
行
き
、
自
分
の
顔
を
清
水
に
写

し
て
は
、
わ
が
子
に
会
っ
た
想
い
を
し
て
城
に
戻
っ
た

ん
で
す
」。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ひ
た
す
ら
待
っ
て
も
、

つ
い
に
届
く
こ
と
の
な
か
っ
た
想
い
―
―
。
そ
ん
な

乙
和
の
悲
し
み
と
母
情
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
、

佐
藤
基
治
・
乙
和
夫
妻
の
墓
碑
の
傍
ら
に
は
、
つ
ぼ
み

笈お

い

も
太
刀
も

五
月
に
飾
れ

紙
　
か
み
　

幟
の

ぼ

り

芭
蕉
も
涙
し
た

「
乙
和
の
椿
」の
物
語

念願だった佐藤一族の菩提寺・医王寺の地に立った芭蕉は、参道の木立を見上げながら、何を想ったのでしょうか

この佐藤継信・忠信の墓をはじめとする一族の墓は、
奥の院薬師堂の傍らに立ち並んでいます

乙和の深い悲しみと母情が乗り移ったかのように、花開かずに落ちてしまう椿の木――
いつしか人はそれを、「乙和の椿」と呼ぶようになりました

地
元
・
福
島
で
確
か
に
受
け
継
が
れ
、
い
ま
、
さ
ら
に

大
き
く
は
ぐ
く
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

平
成
７
年
の
「
ふ
く
し
ま
国
体
」
で
、
佐
藤
一
族
の

物
語
が
、県
民
創
作
オ
ペ
ラ
と
し
て
上
演
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
名
も
「
乙
和
の
椿
」
―
―
。
秋
山
さ
ん
は
、「
こ
の

上
演
に
あ
た
っ
て
は
、
佐
藤
一
族
に
ま
つ
わ
る
史
実
や

椿
に
関
す
る
言
い
伝
え
の
確
認
な
ど
の
お
手
伝
い
を

し
ま
し
た
」
と
、
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。
そ
し
て
今

年
の
２
月
、
地
方
文
化
の
発
信
を
目
指
し
て
、
こ
の
オ

ペ
ラ
の
東
京
で
の
再
演
が
、
晴
れ
て
実
現
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
演
じ
ら
れ
た
の
は
、乙
和
の
椿
に
秘
め
ら
れ
た
、

哀
し
い
ま
で
に
美
し
い
家
族
の
愛
と
絆
―
―
。
そ
れ

は
、
た
と
え
時
は
移
り
変
わ
っ
て
も
守
り
続
け
た
い
大

切
な
も
の
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
、
わ
た
し
た
ち
の
心

の
中
に
生
き
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

■
古
人
を
訪
ね
る
、
芭
蕉
の
旅

俳
聖
・
松
尾
芭
蕉
の
珠
玉
の
作
品
「
奥
の
細
道
」。
天

下
の
名
文
と
い
わ
れ
る
こ
の
古
典
は
、
今
日
に
至
る
ま

で
永
く
広
く
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
が
細
道
の

旅
を
思
い
立
ち
、
江
戸
の
千
住
を
歩
き
出
し
た
の
は
旧

暦
の
３
月
27
日
。
そ
れ
か
ら
旅
の
終
着
駅
で
あ
る
大

垣
ま
で
、
約
五
カ
月
に
わ
た
る
大
旅
行
で
し
た
。

芭
蕉
は
、
細
道
の
旅
で
歌
枕
・
名
所
・
旧
跡
を
訪
ね

歩
こ
う
と
志
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
道
程
は
、
日
本
の

文
学
伝
統
の
中
に
と
っ
ぷ
り
と
つ
か
り
、
先
人
が
訪
ね

歩
い
た
地
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
古

人
の
声
」
を
敬
虔

け
い
け
ん

に
聞
こ
う
と
し
た
旅
で
し
た
。
そ
ん

芭
蕉
の
句
碑
　
頃こ

ろ

は
あ
た
か
も
五
月
節
句
。（
医
王
寺
の
）
寺
宝
の

弁
慶
の
笈
も
義
経
の
太
刀
も
出
し
て
き
て
紙
幟
と
共
に
飾
ろ
う
で
は

な
い
か
―
―
と
、
芭
蕉
は
万
感
の
想
い
を
込
め
て
詠
み
ま
し
た

飯坂・波来
は こ

薬師の近くにある「乙和の清水」。乙和が二
人のわが子を想うたびに訪れ、自分の顔を写してはわ
が子に会った想いをして城に戻ったと言われることか
ら、「姿見の清水」とも呼ばれています

乙和の椿の前にたたずみ、「古人
の声」に静かに耳を傾ける秋山
さん（左）と住職の橋本さん

医王寺�

元
禄
二
年
（
1
6
8
9
）
旧
暦
の
5
月
2
日
、
俳

聖
・
松
尾
芭
蕉
は
「
奥
の
細
道
」
の
道
中
、
飯
坂
・
医

王
寺
で
「
笈
も
太
刀
も

五
月
に
飾
れ

紙
幟
」
の

句
を
残
し
、
飯
坂
の
地
で
二
度
も
涙
を
流
し
ま
し

た
。
奥
の
細
道
六
百
里
の
道
中
で
、
芭
蕉
が
涙
を

こ
ぼ
し
た
の
は
た
だ
の
四
回
（
後
は
平
泉
と
金
沢

で
一
度
ず
つ
）。
何
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
芭
蕉
を
涙

さ
せ
た
の
か
―
―
。
医
王
寺
に
あ
る
「
乙
和
の
椿
」

に
ま
つ
わ
る
「
哀か

な

し
く
美
し
い
物
語
」
を
、
郷
土
史

家
・
秋
山
政
一
さ
ん
と
医
王
寺
住
職
・
橋
本
龍
弘
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
追
い
か
け
て
み
ま
し

た
。

この山門をくぐり佐藤一族の忠
誠心と孝心に想いを馳せる人々
の姿は今も絶えません


