
ぎ

白

川

の

関

松

隈

義

勇

『
お
く

の
ほ
そ
道
」
風
景
余
説

奥
州
白
川

の
関

の
跡
を
尋
ね
よ
う
と
日
帰

り
の
旅

に
出

た
。
靆
獅

お
ろ
し
の

激
し
く
吹
く
晩
秋

の
肌
寒

い
日

で
あ

っ
た
。
車

の
運
転
は
最
近

白
河

の
町
に
移

り
住

ん
だ
教
え
子

の
H
子

の
夫
君

に
頼
ん
だ
。

H
子
も
生
後

八
か
月
の
愛

児
を

抱

い
て
乗
り
込

ん
で
い
る
。
雲
が
多
く

て
時
雨

で
も
来
そ
う
な
け
は

い
が
み
え

る
の
で
、
鼠
ず
騰

に
登

る
こ
と

に
し

た
。
関
山
か
ら
攤
攝
σ

関
跡
、
白
坂

の

境
明
神

(
い
わ
ゆ

る
新
関
跡
)
と

い
う
道
順
を
と
る
と
、
芭
蕉

と
は
逆

の
ま
わ

り
方

に
な
る
わ
け

で
あ

る
。

関
山

は
国
鉄
白
河
駅

か
ら
東
南
方
八

・
五
キ

ロ
。
八
溝
山
地

の
北
端

に
当
り

標
高
六
百

二
十

メ
ー
ト

ル
ほ
ど

の
小
山
だ
が
、
抜
き
ん
出

て
高

い
の

で
遠
方
か

せ
き

べ

ら
も

よ
く
見

え
る
。
関
辺

の
集
落

の
方

か
ら

は
小
型
自
動
車
な
ら
登
れ

る
と

い

う
こ
と
だ

っ
た
が
、

こ
の
山
路

は
急
峻

で
石
が

ゴ

ロ
ゴ

ロ
し
て
小
型
も
だ
め
。

あ
え

ニ
キ

ロ
の
登

り
路

を
赤

ん
坊

を
父
親
が
背
負
う
。
坂

の
苦
手

の
私

は
息
が
喘

い

だ
。

し
か
し
覆

い
か
ぶ

さ
る
雑
木

の
陰

の
山
路

は
清
爽
幽
寂
だ

っ
た
。

か
つ
て

は
真

言
宗
の
古
刹
成
就
山
満

願
寺

が
あ

っ
た
の
で
、
紅
葉

し
た
木

の
陰

に
ふ
と

石
仏
が
あ

っ
た
り
す
る
。
頂
上

に
は
鐘
楼
と
粗
末

な
無
人

の
堂

と
が
あ

る
だ
け

で
、
芭
蕉

が
登

っ
た
時

に
は
堂
塔
伽

藍
が
備

わ

っ
て
い
た
と
い
う
の
が
嘘

の
よ

う

に
思
え
る
。
四
方

に
畳
な
わ
る
那
須

・
会
津

・
八
溝
な
ど
の
山

な
み
の
眺
望

を
ほ
し

い
ま
ま
に
す
る

こ
と
が

で
き
る
が
、
山

々
を
巡
る
秋

風
は
そ
れ
だ
け

に

遠
慮
会
釈
な

い
勢

い
で
ぶ

つ
か
り
、
吹
き
透
し
て
ゆ
く
。

関
山

々
麓

か
ら
旧
関
蹟

へ
は
も
と

の
道
路
に

一
度

戻

っ
て
か
ら
南

へ
六
キ

ロ

あ
ま
り
。
旗
宿

の
集
落

へ
入
る
手
前
に
、
畑
を
背
に
し

て

「
霊
桜
碑
」

の
標
示

し
よ
う
じ
も
ど

が
あ
り
、

こ
こ
が
庄
司
戻
し

の
旧
跡

で
あ
る
。
継
信

・
忠
信

の
二
子
を
源
義
経

の
家
臣

と
し
て
従
軍
さ

せ
た
佐
藤
庄
司
基
信
が
兄
弟

の
出
陣

を
こ
こ
ま

で
見
送

っ
て
軍
功

を
占

っ
て
突
き
立

て
た
桜

の
杖
が
根
付
き
、
花
を
着
け

た
。
そ

の
霊

桜

の
跡

と
伝

え
ら
れ

る
。

史
跡
指
定

を
受
け

た

「
白
河

の
関
跡
」

の
入

口
に
は
、

二
、

三
台

の
観
光
バ

ス
が

駐
車

し
て
い
る
。
指
定
区
域

は
白
河
神
社

の
境
内

で
、

こ
ん
も
り

し
た
樹

は

ざ

叢

に
覆

わ
れ
た
小

丘
を
な
し
て
い
る
。
周
囲

の
田

に
は
丈

の
低

い
稲
架
が
立

て

す
す
き

連
ね
て
あ
り
、
田
川

の
岸

で
は
芒

の
穂
が
強

い
風

で
横
ざ

ま
に
塵

い
て
い
た
。

境

内
に
足
を
入
れ
る
と
、
老
杉

を
主

と
し
た
樹
林
が
鬱
蒼

と
し
て
急

に
暗

さ
を

覚
え
る
。
入
口
近

い
鳥
居
前

の
地
面

か
ら
巨
大

な
蛇

の
よ
う
な
藤

の
幹

が
鎌

首

を
も

た
げ

て
大
杉
に
巻
き
付

い
て
い
る
の
が
、
古
蹟

ら
し
い
雰

囲
気
を
印
象
さ

せ

る
。
そ

の
後
方

に
、
か

つ
て
の
領
主
だ

っ
た
松
平

定
信

(
白
河
楽
翁
侯
)
の
建

こ

か
ん
せ
ぎ

て
た

「
古
関
蹟
」

の
厚

い
石
碑
が
重

々
し
く
立

っ
て
い
る
。
従
前
諸
説
ま
ち
ま
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ち

で
い
ず

こ
と
も
判

定
し
難

か

っ
た
白
川

の
関

の
跡

は
、
定
信

の
考
証
と
裁
定

に
よ

っ
て
確

乎
た
る
も
の
と
な
り
、
世

に
知

ら
れ
た
。

そ
れ
も
江
戸
後
期
寛
政

年
間

の
事

に
係
る
か
ら
、
芭
蕉

が
訪

れ
た
当
時

は
、

こ
の
地

は
余

り
注
目

せ
ら

れ
ず
、
口
碑
と
心
証
以
外

に
は
関
址
と
認

め
る
決

め
手

と
て
な
か

っ
た
。

昼
尚

暗

い
石
段
を
緩
く
登
り
詰
め
た
正
面

に
、
西
面

し
て
白
河
神
社

の

社
ほ
澱

が

あ

る
。

こ
こ
も
芭
蕉

の
来

た
時
に
は
白
河
神
社

で
は
な
く
て
、
小

さ
な
祠
程
度

の

も

の
が
あ

る
だ
け
だ

っ
た
ら
し

い
。

曽
良

が

『
旅

日
記

』
に

「
町
よ
り
西
ノ
方

二
住
吉

・
玉
島
ヲ

一
所

二
祝
奉
宮
有
。
古

の
関
明
神
故

二
二
所
ノ
関
ノ
名

有
ノ

由
、
宿

ノ
主
申

二
依
テ
参
詣
」
と
記
し

た
、
そ

の
二
所

の
関
の
明
神

と
は
、

こ

の
関

の
森

に
あ

っ
た
祠

で
あ

ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
そ

の
記
述

の
通
り
旗
宿
の
町

ヘ

へ

の
西
方

に
あ

っ
た
別

の
社

で
あ

ろ
う
か
。
関

の
森

は
旗
宿

の
南
方
に
当

る
わ
け

で
、
釈
然

と
し
な
い
所

は
残

る
が
、

一
応

こ
の
関

の
森
と
見

て
お
い
て
よ
さ
そ

う

で
あ

る
。
芭
蕉

に
し

て
も

お
ぼ

つ
か
な

い
気
持

で
こ
こ
を
訪
れ
、
ま

た
去

っ

た
よ
う
.で
あ

る
。

境
内

は
数

々
の
文
学
的
記
念
物

に
満
ち

て
い
る
。
社
前

の
左
側

の
大
き
な
歌

碑

に
は
、

た
よ
り
あ
ら

ハ
い
か
て
都

へ
つ
け
や
ら
む

け

ふ
し
ら
河

の
せ
き

は
こ
え
ぬ

と

平
兼
盛

み
や

こ
を

ハ
霞
と
と
も
に

た
ち
し
か
と

あ
き
か

せ
そ

ふ
く

し
ら
河

の
関

能
因
法
師

秋

か
せ
に
草
木

の
つ
ゆ

を
は
ら

ハ
せ
て

ぎ

ミ
か
こ
ゆ

れ

ハ
関
守
も

な
し

梶
原
景
季

と
刻

ま
れ
、

ま
た

「
後
鳥
羽
天
皇
御
製

雪

に
し
く
袖

に
夢
路
も

た
え
ぬ

へ
し

ま
た
白
河

の
関

の
嵐

に
」

の
歌
碑
も
あ
り
、
そ

の
ほ
か
川
柳
碑
も
あ
る
。
さ
ら

に
昭
和

に
入

っ
て
造
ら
れ

た

「
奥

の
細
道

の
碑
」

(
加
藤
楸
邨

筆
・)
も
あ

る
。

社

殿
を
や
や
離

れ
た
右
手

に
は
王
朝

の
歌
人
藤
原
家
隆

の
植
え

た
と
伝
え

ゐ

従

二
位

の
杉

と
い
う
巨
木
が
亭

々
と
空

を
摩

し
つ
つ
枝

を
拡
げ

て
い
る
し
、
源

義
家

の
故
事

を
留

め
る
桜

の
朽
木

と
か
、
古

い
ゆ
か
り
の
あ

れ
こ
れ
は
い
く

ら

で
も
探

る
こ
と
が
で
き

る
。

社
殿
の
あ
る
丘
頂
を
草
に
埋
も
れ
た
低

地
が
帯

か
ら
ぽ
り

状
に
取

り
囲
ん
で
い
る
の
は
、
空
濠

の

跡

と

い

う
。
ま
た
、
社

の
横
手

や
背
後

に
は
土
塁
や
柵

や

住

居
跡
な
ど
と

い
う
標

示
が
あ
り
、
昭
和

三
十
四

年

か
ら
始
め
ら
れ
た
学

術
発
掘

調
査

の
成

果
だ
と

い
う
。

た
だ
し
、

こ
れ
ら

は
中
世

の
か
な
り
大
き

な
居
館

の
遺
跡

で
あ

っ
て
、
関
所

の
建
造
物
そ

の

も

の
の
跡

で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
だ
が

い
ず

れ
に
し
て
も
、
全
般

の
景
観

と
い
い
、
あ

る

い
は
数

々
の
遺

跡

・
遺
物

・
碑
石

な
ど

の
存
在

と

い
い
、
人
を
し

て
懐
古

の
情
を
催
さ
し
め
る
に
足
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る
も

の
は
備
わ

っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
白
坂

の
境
明
神

へ
回

る
の
で
あ

る
が
、
そ

の
前

に
今
来

た
道

を
更

お
い
わ
け

に
三

・
五
キ

ロ
ほ
ど
南
下

し
て
、
追
分

の
関

の
明
神

ま
で
行

っ
て
み
た
。

切
通

し
に
な

っ
た
道
路

は
車

の
往
来
も
少

な
く
、

両
側

の
丘
腹

に
木
草

が
茂

っ
た
、

う

ら
寂

し
い
所

で
あ

る
。
右

手
の
小
高

い
所

に

「
玉
津
島
神
社
」

の
標
石
が
立

つ
の
で
、
見
上
げ

る
と
そ

の
上

に
老
杉

に
囲
ま
れ

た
小
さ
な
社
殿
が
静
ま
り

か

え

っ
て
い
る
。

凹
凸

に
な

っ
た
石
段

を
登

っ
て
参
拝
す

る
。
ト

タ
ソ
囲

い
の
社

殿

で
境
内
も
狭

い
が
、
物
寂
び
た
気
分
が
満
ち
る
。
折
か
ら
時
雨
が
は
ら
は
ら

と
降

っ
て
き

た
。
道
路

の
反
対
側

に
は
白
河
藩

の
藩
界
を
示
す
石
標

が
残
り
、

即
ち

こ
こ
が
野
州

と
奥
州

(
み
ち

の
く
)
と
の
国
境
、
即
ち
栃
木

・
福
島

の
県

境

で
あ

る
。

こ
の
辺
を
白
川
古
関
址
に
擬

す
る

一
説
が
あ
り
、
曽
良

の

『
備
忘

録
』

に
も
そ

の
事

の
記
載
が
あ
る
が
、
後

に
な

っ
て
須
賀
川
の
等
躬

か
ら
も
そ

の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
が
、
後

の
祭
り
で
、
諦

め
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
芭
蕉

の
口
惜
し
さ
は
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

追
分
か
ら
旗
宿
に
戻

っ
て
廷
回
し

て
白
坂

へ
入
る
。
境

の
明
神

は
旧
陸

羽
街

道
を
白
坂

の
町
か
ら
南

へ

一
キ

ロ
ほ
ど
行

っ
た
所

で
、
国
境

、
県
境

に
当

る
地

点

で
あ

る
。
道

の
東
側

の
丘
腹

の
叢
林
中
に

「
從
是
北
白
川
領
」

の
石
標

が
あ

る
な
ど
追
分
と
よ
く
似

て
い
る
。
石
標

の
反
対
側

の
小

高

い
所

に
、
由
緒

あ
り

げ

な

二
つ
の
神
社
が
境

界
を
挾
ん

で
並
ん

で
い
る
。
関
東
側

が
男
神

の
住
吉
神

社
、
奥
州
側

が
女
神

の
玉
津
島
神
社

で
あ
る
。
車
か
ら
下
り
る
と
、
少

し
繁
く

な

っ
た
時
雨
が
冷

た
く
額

に
当

る
。
境

内
の
樹
木

が
道
路

の
半
ば

を
覆

い
か
く

す
ほ
ど
に
茂

っ
て
い
る
の
で
、

折
か
ら
の
天
気

で

一
層

暗
さ
が
加

わ

っ
た
。
住

吉
神
社

は
明
治

の
火
災
後

の
仮
社
殿

の
も

の
佗

し
い
姿

を
と
ど

め
て
い
る
が
、

玉
津
島
神
社

の
方

は
江
戸
末
期
再
建

の
堂

々
た
る
社
殿
が
、
隨
身
門

に
守
ら
れ

て
、
境
明
神

の
あ

る
じ
顔

で
あ

る
。

こ
の
境
内

に
も
文
学
碑

が
多

い
。
中

に
も
、
青

み
が

か

っ
た
形

よ
い
自
然
石

に
芭
蕉

の
真
蹟

を
模

し
た
字
体

で
彫

っ
た

「
風
流

の
は
じ

め
や
奥

の

田

う

へ

唄
」

の
句
碑

が
際
立

っ
て
い
る
。
樹
陰

の
暗

い
所

に
あ

る
そ

の
碑

の
面

て
に
も

時
雨
が

か
か

っ
て
青
み
が
増
し

た
。

ダ

こ
ろ
も
が
え

明
神

か
ら
白
坂

へ
戻

る
途
中

の
道
路
脇

に
古
昔
か
ら

の
衣
更

の

清

水

が

あ

っ
て
、
今

で
も
清
冽
な
泉
が
湧
出
を
続
け

て
い
る
。

こ
の
旧
陸
羽
街
道
は
近
世

の
官

道

で
あ

っ
た
。
多
く
の
旅
人

が
あ
る

い
は
清
水
に
咽
喉
を
う
る
お
し
、

あ

る

い
は
明
神
前

に
あ

っ
た
茶
室

に
憩

っ
て
、

こ
こ
が
白
川

の
関
の
跡
だ
と
、
感

慨

を
催

し
た
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
芭
蕉
も

ま
ず

こ
こ
を
目
が
け
て
足

を
運

ん

で
き

た
。

し
か
し
こ
こ
が
必
ず

し
も
古
関
址

で
は
な
い
と
い
う
認
識

を
持

っ
た

も

の
の
ご

と
く
、
曽
良

の
記
述

に
よ
れ
ば

「
古
関
を
尋

て
」
右

へ
切
れ
て
旗
宿

の
方

へ
と
向

っ
た
。

往
昔

の
白
川

の
関

の
遺
跡

と
は

一
体
ど

こ
な

の
だ
ろ
う

か
。
今
日

に
至

っ
て

も
、
そ
れ

は
判
然

と
し
な
い
。

い
ま
俗

に
旗
宿
遺
跡

を

「
古
関
」

と
す

る
の
に

対

し
て
、
白
坂
境
明
神

の
地
点
を

「
新
関
」
と
呼
ん

で
い
る
が
、
そ
れ

と
て
何

ら
の
拠
り
所

は
な
い
。
更

に
或

い
は
追
分

の
関

の
明
神

の
辺
り

と
い
い
、
ま
た

関
山

と

い
う
。
以
上
四

つ
の
説

の
あ

る
こ
と
は
、
既

に
芭
蕉
も
知

る
所

で
あ

っ

せ
き

わ

く

た
。
そ

の
ほ
か
白
河
市
街

の
旭
町
付
近

と
い
い
、
白
河
市
東
方

の
関
和
久
付
近

と
い
う
説
も
あ

る
な
ど
、
諸
説
紛

々
と
し

て
到
底
真
相
が

つ
か
み
難

い
。

金
子
誠

三
氏

の

『
白
河

の
関
』

に
は
、
西
暦

=
二
〇
〇
年

の
こ
ろ
の
白
川
の

ひ
じ
り
え

え
こ
と
ば
で
ん

関

の
景
観

を
描
写

し
た
、

『
一
遍
上
人
聖
絵
』
や

『
一
遍
上
人
絵
詞
伝

』
の
中

の
地
貌
や
風
情

は
旗
宿
関
の
森

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
と
あ
る
。
ま
た
宗
祇

の

『
白
河
紀
行
』

の
記
事
か
ら
す
る
印
象
も
関

の
森

が
最
も
適

合
す
る
よ
う
に

(注
1
)

思
わ
れ
る
。
尾
形
仂
氏
は
、
男
女
神

二
所

の
併
列

の
形

が
古

関
址
を
示
す
も

の

で
あ
り
従

っ
て
境
明
神

(
白
坂
)

こ
そ
古
関
の
位

置
を
伝

え
る
も

の
と
の
岩

田

孝
三
氏
の
説
を
紹
介

し
て

い
る
。
し
か
し
と
に
か
く
現
状

を
も

っ
て
古
代

を
量
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る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。

素
人
考
え
な
が
ら
地
図
を
案
ず

る

に
、
原
初
の
白
川
の
関
の
所
在

は
猶

い
ず

こ
と
も
知
り
得

な
い
が
、
関
柵

は
必
要

に
応
じ

て
各
所

に
移
動
し

た
の
で
は
あ

え

ぞ

る
ま
い
か
。
蝦
夷
鎮
圧

の
た
め
に
は
北

に
向

い
た
地
点
が
、
や
が

て
奥
州
独
立

体
制
確
立
後

に
は
南

や
西

に
面

し
た
防
備
地
点
が
関
塞

と
さ
れ

た

の

で

あ

ろ

う
。
従

っ
て
白
坂

・
追
分
方
面

は
比
較
的
新

し
い
場
所

と
い
え
よ
う

か
。
そ

し

て
関

の
森

は
古
代

・
中
世

を
通

じ
て
中
心
的
な
役
割

を
担

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ

れ
る
。

芭
蕉

は
、
白
坂
境
明
神

に
至

っ
て
、
古
関
址

は
旗
宿

の
方

で
あ

る
と
聞

い
て

直

ち
に
そ
ち
ら

へ
向

い
、
同
宿

一
泊
、
翌
朝

に
関

の
森

を
尋
ね

た
が
、

こ
こ
で

も
古
関
址

の
確
認

が
で
き
ず
、
更

に
北
進

し
て
、
も
う

一
つ
の
古
関
址

と
伝
え

ら
れ
る
関
山

に
登

っ
て
ま
で
み
た
の
で
あ

る
。

か
く

て
彼

の
こ
の
旅

の
主
要
目

的

地
の

一
つ
で
あ

る
白
川

の
関

の
跡

は

つ
い
に
突
き
止

め
ら
れ
ず

に
終

っ
た
わ

け

で
、

そ
の
焦
躁

や
落

胆
は

い
か
ば

か
り
で
あ

っ
た
ろ
う
。
今

日
の
わ
れ
わ
れ

と

い
え
ど
も

、
考

証
的

に
突
き

止
め
よ
う

と
す

る
限

り
は
、
似

た
思

い
を
味
わ

わ
ざ

る
を
え
な

い
状
態

に
あ
る
わ
け

だ
が
、
文
学
的

・
趣
味
的

に
考
え

よ
う

と

す
る
な
ら
ば

、

一
応

公
認
さ
れ
、
そ
れ
ら
し
い
景
観

を
保

つ

「
白
河

の
関
跡
」

を
持

つ
こ
と
が

で
き
て

い
る

こ
と
を
も

っ
て
満
足

す
べ
き

で
あ

ろ
う
。

も
と

か
さ
な

さ
だ
ま

心
許
な
き
日
か
ず

重
る
ま
x
に
、
白
川
の
関
に
か
Σ
り
て
旅

心
定

り
ぬ
。

こ
と
わ
ウ

ふ
う
そ
う

た
よ
ウ
も
と
め

風
驟

い
か

で
都

へ
と
便
求
し
も
断
也
。
中

に
も
此

関
は
三
関
の

一
に
し
て
、

お
も
か
げ

な
ほ

の
人
心

を
と

父
む
。
秋
風
を
耳

に
践
し
、
紅
葉
を
俤
に
し
て
、
青
葉

の
稍

猶

う

し
ば
ら

さ
き

あ

は
れ
也
。
卯

の
花
の
白
妙
に
、
茨

の
花
の
咲
そ
ひ
て
、
雪
に
も

こ
ゆ
る
心

あ
ら
た
め

地
ぞ
す

る
。
古
人
冠
を
正
し
衣
装
を
改
し
事

な
ど
、
清
輔
の
筆
に
も
と
父
め

お
か置

れ
し

と
そ
。

卯

の
花

を
か
ぎ

し
に
関

の
晴
着

か
な

曽
良

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
こ
の

一
節

は
、
古

関
址

を

つ
か
め
な
か

っ
た
た
め
か

具
体
的

な
景
観

・
地
形
の
描
写
を
欠
き

、
ほ
と
ん
ど
古
歌

や
伝

統
常
識

に
基
づ

い
た
美
文

で
あ

る
。
例
え
ば
冒
頭
の

「
日
か
ず
」

の
語

に
し
て
か
ら
が
、

『
類

船
集
』
等

に

「
白
川
の
関
」
の
寄
合
に

「
日
数

ふ
る
旅
」

と
挙
げ

ら
れ
、

こ
の

関
を
詠
じ

た
古
歌

に
多
く
用

い
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
検

討
す

る
な
ら
、
本
文

の

一
語

一
句

に
も
古
歌
を
ふ
ま
え
た
修

辞
が
指
摘

で
き

る
。
と
り
わ
け
て
重
要

と
思
わ
れ
る
歌
と
し
て
は
、
白
河
神
社

々
頭

の
歌

碑
に
刻

さ
れ
た
平
兼
盛

の
歌

(拾
遺
)
、
能
因

の
歌

(後
拾
遺
)
を

は
じ
め
、
源
頼
政
の

「
都
に
は
ま
だ

青
葉

に

て
み
し
か
ど
も
紅
葉
ち
り
し
く
白
川
の
関
」

(千
載
)
、

西
行
の

「
白
川
の
関
屋

を
月

の
も
る
か
げ

は
人
の
心
を
と
む
る
な
り
け
り
」

(山
家
.
新
拾
遣
)
な
ど
が
挙

げ

ら
れ
よ
う
。
終
り
の
部
分
は
藤
原
清
輔
の

『
袋
草
紙
』

の
記
事

の
援

用
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。

「
心
許
な
き

日
か
ず

重
る
ま

x

に
」

に

続

く

「
白
川
の
関

に
か

X
り

て
旅
心
定
り
ぬ
」
の

一
節
は
、
旅

人
の
心
情

を
よ
く
写

し
得

た
名
文

と
し

て
喧
伝
さ
れ
る
が
、

こ
れ
と

て
勘
ぐ

れ
ば

、

こ
の
関
が
み
ち

の
く

へ
入

る
第

一
歩
だ
と

い
う
伝
統
的
常
識

に
基

い
て
文
を
成

し
た
だ
け
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
の
だ
。

な
お
構
想
上

か
ら
み

る
と
、
修
辞

と
し

て
紅

・
青

・
白

の
色
彩

の
配
合
を
試

(注
2
)

み
た
跡
も
見
ら
れ

る
と
い
う
指
摘
も
さ
れ

て
い
る
が
、
私
が
特
に
気
付
く
の

は

春
夏
秋
冬

の
季
節

の
配
合

で
あ

る
。
現
在
時

の
初
夏

の
季
を
明
示

し

た

語

は

「
青
葉
」

と

「
卯

の
花

・
茨

の
花
」

で
あ

る
。

こ
れ
ら
を
軸

と
し

て
、
秋
季
を

「
秋

風
」

と

「
紅
葉
」

で
示

し
、
更

に
冬

を

「
雪

に
も

こ
ゆ

る
」

で
示
し

て
い

る
。
遡

っ
て
春

は
と
い
う

と
、
白
川

の
関

へ
至

る
旅

の
出
発
が
春
季

で
あ
る

こ

と
は
古
歌

の
世
界

の
常
識

で
、
そ
れ

を

「
心
許

な
き
日
か
ず
重

る
ま

二
に
」

で

暗
示
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
冒
頭
部
分

の

「
春
立

る

霞
の
空

に
、

白
川

の
関

こ
え
ん
と
云
々
」
も
遙

か
に
響

い
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の

一
節

の
中

で
現
実

に
存
在

し
た
景
物

を
指
摘
す

る
と
な
れ
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ば
、

「
青
葉

の
梢
」

と

「
卯
の
花
」

「
茨
の
花
」

だ
け
に
す
ぎ

な

い
。

そ
の
う

ち

「
青

葉
の
稍
」
は
歩
き
回

っ
た
白
河
付
近
の
各
所

で
確
か
に
実

見
し
た
に
違

い
な

い
が
、
,頼
政

の
歌

に
拠

っ
た
ら
し
い
点

で
、

全
く
の
現
実

の
景
物

と
も

い

わ
れ
な

い
ふ
し
が
あ
る
。

「
卯
の
花
」
も

こ
れ
に
近

い
性
格

を
も

つ
。
藤
原

季

ヘ

ヘ

へ

通

「
見
て
過
ぐ

る
人

し
な
け
れ
ば

卯
の
花

の
咲
け

る
垣
根

や
し

ら

川

の

関
」

ヘ

ヘ

へ

(千
載
)
や
、
藤

原
定
家

「
夕

つ
く
夜

入
り
ぬ
る
影

も
と
ま
り
け
り
卯

の
花
咲

け

る
白
川
の
関
」

(拾
遺
愚
草
.
夫
木
集
)
な
ど
の
古
歌
を
見
出

す
こ
と
も
困
難

で

な

く

、

「
卯

の
花
」

は

『
類
船
集
』

な
ど
に
も

「
白
川

の
関
」
の
寄
合

と
な

っ
て

さ
え

い
る
。
結
局
完

全
な
実
景

と
い
え
る
の
は

「
茨

の
花
」
だ
け
と

い
う
こ
と

に
な
り
、

こ
こ
に
わ
ず

か
に
俳
諧
師
芭
蕉

の
リ
ア
ル
な
眼

を
認

め
得

る
わ
け

で

あ

る
が
、

こ
れ
と
て
も
実

は
同
じ
く
白

い
花

と
い
う
卯

の
花

と
の
縁

で
掬

い
上

げ

た
に
す
ぎ

ぬ
の
か
も

し
れ
ぬ
と
い
う
疑

い
も
残

る
。

こ
の
よ
う
な
点

か
ら
推

し
て
、
本
文
中

の

「卯

の
花
」

は

つ
ま
り
は
虚
構

で

あ

っ
て
、
芭
蕉
来
訪
時

の
陰

暦
四
月
二
十
日

(陽

暦
の
六
月
七
日
)

に
は
事
実

上

は
咲

い
て

い
な
か

っ
た
は
ず
だ

と
す

る

一
説

が
あ
る
。
昭
和

四
十
七
年

に
佐

(注
3
)

(注
4
)

伯
昭
市
氏

が
出

し
た
説

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対

し
て
久
富
哲

雄
氏

は
数

回
に
わ

た
り
実
地
調
査

を
重
ね

た
上

で
、
卯

の
花
が
芭
蕉
来
訪
時

に
咲

い
て
い
た
こ
と

は
確
実

で
あ

る
こ
と
を
論

証
し
た
。
日
時

を
芭
蕉
来

訪
の
日
と

一
致

さ
せ
る
だ

け

で
済
ま
さ
ず
、
気
象
条
件

の
ふ
れ
を
考
慮

し
て
、
須
賀
川

の
栗

の
花

の
開
花

時
期
と
照
ら

し
合

せ
る
な
ど
、
き
わ

め
て
科
学
的

な
考
証
ま

で
試
み

る
精
到
さ

だ

っ
た
。
私
は
久
富
氏
の
調
査
に
し
ば
し
ば
同
行
さ
せ
て
も
ら
う
幸

を
得

て

い

る
の
で
、
卯

の
花
が
咲

い
て
い
た
こ
と

は
疑

い
の
な

い
こ
と
だ
と

思

っ

て

い

る
。

た
だ
し
、

「
白
川
の
関
」
と

「
卯

の
花
」

が
寄
合

で
あ
る
と

い
う
伝

統
の

系
譜
が
な

か

っ
た
場
合

に
も
、
芭
蕉
が

こ
こ
で
嘱
目

の
卯

の
花

を
取
り
上
げ

た

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
こ
と

で
、
こ
の
こ
と
は
事
実

上
花

が
あ

っ
た
か
ど
う

か
と

は
別
個
の
閙
題

で
あ
る
。
な
お
、
茨

の
花

は
卯
の
花

よ
り
も

開
花
期

が
早

い
の
で
、
卯

の
花

の
最
盛
期

に
は
既

に
衰
え

か
け

て
は
い
る
が
、
な

お
咲
き
残

り
、

二
種

の
白
花
が
交
じ
り
咲

い
て
い
る
実
景

を
も
確
実

に
目

に
し

て
い
る
。

「
茨

の
花

の
咲

そ
ひ
て
」

と
あ

る
の
は
時
間
的
な
先
後

で
は

な

く

て
、
意

識

的
、
空
間
的

な
関
係

で
茨

の
花

を
後
又

は
従

と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

今

日
の
と
こ
ろ
旗
宿

の
遺
跡

に
は
卯

の
花

の
自
生

の
も

の
は

一
本
も
見
ら
れ

な
い

(近
年

正
面
入

口
の
参
道

に
数
株
植
え
込
ま
れ

て
い
る
が
)
。
卯

の
花

の

多
く
見

ら
れ

る
の
は
境

の
明
神

の
白
坂
寄
り

の
地
点

か
ら
東

へ
折
れ

て
旗
宿

に

通
ず

る
山
路

を
最

と
す

る
。

こ
の
路

は
中
途

か
ら

二
叉
に
分

れ
て
共

に
旗
宿

へ

通
ず

る
の
で
、
芭
蕉

が
ど

ち
ら

を
通

っ
た
か
は
に
わ

か
に
定

め
難

い
。

こ
の
田

畑

を
綴

る
山
間

の
静

か
な
路

の
傍

の
所

々
に
、
落
葉
低
木

の
ウ
ツ
ギ
が
群
生

し

て
い
る
。
初
夏

に
開
く
ウ

ツ
ギ

の
花
が
即
ち
卯

の
花

で
あ

る
。
円
錐
状

を
し
た

二
、

三
セ
ソ
チ

の
五
弁
花

は
、
雪

の
白
さ

で
、
枝

々
の
先

に
ワ

ッ
サ
リ
と
群

が

り
咲

い
て
、

そ
れ
こ
そ
ま

さ
に
撩
乱
と
形
容

し
た
く

な
る
形
状

を
呈
す

る
。

こ

の
花

の
咲
く
頃

に
は
、

こ
の
辺

で
は
ち

ょ
う
ど
田
植
え

の
情
景

を
見

る
こ
と
も

で
き

る
で
あ

ろ
う
。

わ
が

早
苗
に
も
我
色
黒
き
日
数
哉

西
か
東
か
先
づ
早
苗
に
も
風
の
音

共

に
芭
蕉

の
句

で
、
前

の
は

『
曽
良
書
留
』
に

「
み
ち
の
く

の
名
所
く

、

ま
つ

こ
x
う

に
お
も

ひ
こ
め
て
、
先
、
せ
き
屋

の
跡

な
つ
か
し
き
ま

エ
に
、

ふ
る
道

に
か
N
り
、

い
ま

の
白
河
も

こ
え
ぬ
」
と

い
う
詞
書
き

を
伴

っ
て
書
留
め
ら
れ

て
い
る
。
後

の
は
前
句

の
改
案
と
思
わ
れ
る
も
の

で
、
須
賀
川
か
ら
出
し

た
白

か

う
ん

河

の
何
云

に
宛

て
た
手
紙
に
載

っ
て
い
る
も

の
で
、
何
云
に
は

「
関
守

の
宿
を

く

ひ
な

水
鶏

に
と
は
ふ
も

の
」
の

一
句
を
贈

っ
た
。
す

べ

て
言

い
捨

て
ら
れ
た
句

だ
が
、

芭
蕉
は
白
川

の
関
越
え
の
句
を
作
る
努
力
は

い
ろ

い
ろ
と
試
み

た
の
で
あ
る
。

こ
の
句
中
の

「
早
苗
」
が
、
前
述

の

「
青
葉

の
槍
」
や

「
卯

の
花
」
と
よ
く
似

た
条
件

の
も
と

に
あ

溶
。
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「
早
苗

に
も
」

の
句

は
能
因
の

「
都
を
ば

」
の
歌
に
拠

っ
て

い
る
。
能

因
は

都
に

い
る
ま
ま

で
顔
を
日
に
焦
し

て
遠
旅

の
後

の
姿

と
見
ぜ
て
、

こ
の
歌

を
披

露
し

た
と

い
う
有

名
な
伝

説
に
基

い
た
も

の
で
あ

る
。
能
因

の
歌

に
あ

る
秋
風

に
は
遠

く
、
ま
だ
早
苗
の
頃
だ
が
、

長
旅

の
日
数

を
経

た
私

の
顔
色

は
黒

く
日

に
焼
け
た
、

と

い
う
意
味

で
あ

る
。

そ
れ
に
し
て
も
江
戸
出
発

以
来

一
か
月
足

ら
ず

で
、

し
か
も

そ
の
半
ば
近
く

は
黒
羽

に
滞
在

し
た
の
だ

か
ら
、

こ
の
句

の

内
容
も
感
慨
も
事
実

と
は
受
け
取
り
難

い
。

た
だ

し
か
し

「
早
苗
」

は
卯

の
花

と
同

じ
く
、
確

か
に
白
川

の
関
跡

と
い
わ
れ
る
近
辺

で
目

に
し
た
現
実

の
景
物

で
あ

っ
た
ろ
う
と
思

わ
れ

る
。

後

の
句

は
、
前
句

の
古
歌

へ
の
も

た
れ

か
か
り

の
露
骨
さ
が
意

に
満

た
ぬ
ま

ま

に
試
み

た
改
案

で
あ

ろ
う
が
、
専
ら
能
因
歌
中

に
あ

る

「
秋
風
」
、

し
か
し

て
白
川

の
関

に
結
ぶ
習

い
に
な

っ
て
い
た

「
秋
風
」

に
集
中

し
た
。
早
苗

に
渡

る
風

の
微

か
な
声

の
中

に
能
因

の

「
秋
風
」

を
早
く
も
聞
き
取

る
趣

で
あ

る
。

上

五
は
西
風

か
東
風

か
と
疑
う
意

で
あ

る
。
西

は
秋

に
、
東

は
春

に
よ
そ
え
ら

れ

る
か
ら
秋
風
か
春
風
か
と

い
う
意
味
を
含
む
が
、

こ
こ
は
も
ち
ろ

ん
秋
風
が

主
と
な

っ
て
い
る
。
な

お

「
西
か
東

か
」

に
は
関
址

を
尋
ね
歩

い
た
芭
蕉
自

身

の
心
細
さ
も
影
を
落
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま

た
西

へ
東

へ
別
れ
行
く
関

(注
5
)

所

の
イ
メ
ー
ジ
も
印
象
さ
れ
る
が
、
更
に
は
山
本
健
吉
氏
な
ど
は

「
芭
蕉

の
漂

泊

の
思

い
も
籠

め
ら
れ

て
い
よ
う
」
と
言
う
ρ
初
案

に
勝

る
こ
と
数
等
の
か
な

り

な
句
だ
が
、
字
余
り

の
上
五
が
重
く
て
大
げ
さ
す
ぎ
る
し
、
総
体
に
深
み
が

足
り
ぬ
憾
み
は
残
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の
二
つ
の

「
早
苗
」
の
句

の
発
想
に
は
能
因
の
歌
の
ほ
か
に

も
う

一
つ
、.
あ

の
有
名
な

「
き

の
ふ

こ
そ
早
苗
と
り
し
か

い
つ
の
ま
に
稲
葉

そ

よ
ぎ
て
秋
風

の
吹
く
」

(読
人
不
知
、
古
今
、
秋
上
)
の
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
と

見

て
間
違

い
あ

る
ま

い
。

こ
の
歌
に
よ

っ
て

「
早
苗
」
と
あ
れ
ば

秋
風
を
想

う

の
が
、
古
歌

の
伝
統
世
界

を
生
き

る
者
の
共
通
理
解
と

い
う
も
の

で
あ

る
。
そ

こ

で
は

「
白
川
の
関
i
↓
秋

風
-

早
苗
」

と
い
う
連
想
も
成
立
す

る
は
ず

で

あ
る
。
芭
蕉

が
旗
宿

の
辺
り

で
田
に
そ
よ
ぐ
早
苗
や
早
苗
取
り

の
実
景

を
目

に

し
た
こ
と
は
確

か
だ
と
し
て
も
、
も

し
も

こ
の
古
歌

の
伝
統

が
な
か

っ
た
ら
、

は
た
し
て

「
早
苗
」

を
こ
こ
で
取
り
上
げ

た
か
ど
う

か
は
疑
問

で
あ

る
。

須
賀
川

の
等
躬
亭

で
披
露
さ
れ

た
句

に

風
流

の
初
や

お
く

の
田
植
う

た

が
あ

る
。
紀
行
本
文

に
は

「
白
河

の
関

い
か

に
こ
え

つ
る
や
」
と
問
わ
れ
て
、

「
長
途

の
く

る
し
み
、
身
心

つ
か
れ
、
且

は
風
景

に
魂
う
ば
は
れ
、
懐
旧
に
腸

た
ち

を
断

て
、

は
か
み
丶

し
う
思

ひ
め
ぐ
ら
さ
ず

」
と
述

べ
、

「
無
下
に

こ
え
ん
も

さ
る
み
の

さ
す
が

に
」
と
付
言
し
て
披
露
し
た

こ
と
に
な

っ
て

い
る
が
、

『
猿
蓑

』
そ
の

他
に
は

「
し
ら
川
の
関

こ
え
て
」

と
前

書
き

し
て
出

し
て
あ
る
の

に

徴

し

て

も
、

こ
れ
を
白
川
の
関
越
え
の
句

と
す
る
こ
と
は
妥
当

で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ

を
も

っ
て

「
早
苗
」

の
句

の
全
面
的
、
根
本
的
な
改
案
と
見
る

こ
と
も
見
当
違

い
で
は
あ
る
ま

い
。

も
ろ
も
ろ

そ
う
と
す
れ
ば
、
関
越
え

の
古
歌

の
諸

々
を
も
う

た
い
寵
め
た
よ
う
な
表
現

ひ
な

が

「
お
く
の
田
植
う
た
」

で
あ
る
は
ず

だ
か
ら
、

こ
れ
を
単

に
辺
境

の
鄙
び

た

耳
珍
ら
し
い
田
植
歌

と
の
み
解

し
た
の

で
は
足
り
な

い
だ
ろ
う
。
等
躬

へ
の
挨

拶
の
句

と

い
う
性
格

を
認

め
、

そ
の
人

の
俳
諧

な
い
し
は
俳
席

を
さ
し
て
い
る

と
す
る
と
、

そ
れ
で
は

(
そ
う
で
あ
れ
ば
猶
更
)
失
礼

に
な
る
。

「
お
く

の
」

と
は
単

に
奥
州

の
風
土
の
素
樸

な
美
を
言

っ
て

い
る
だ
け

で
は
な
く

て
、

風
流

の
伝

統
に
お
け

る
、

歴
史
的

な
美

を
心

に
置

い
て
い
る
と
解
す

べ
き
だ

ろ
う
。

「
風
流

の
初

や
」

と
は
、

む
ろ
ん
表
面
的

に
は
奥
州

で
自
分

が
最
初

に
接

し

た
風
流

と

い
う
こ
と
で
あ

る
が
、

ま
た
そ
れ
と
重

ね
て
今
後

の
自
分

の
風
流

を

押

し
進
め
て
ゆ
く
上

で
の
出
発
点

に
な
ろ
う

と
い
う
、
己

れ
の
把
握

で
も
あ

り

同

時
に
意

志
で
も
あ

る
よ
う
な
も

の
も
含

め
て
い
る
と
私

に
は
思
え

る
。
す

な
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わ
ち

こ
こ
で
は
、
芭
蕉

は
古
歌

・
古
典

の
伝
統

を
基

に
し
て
自
分

の
芸
術

を
築

い
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
を
改
め
て
自

ら
に
認

め
、
課

し
た
と
私

に
は
見
え

る

の
で
あ

る
。

こ
の
旅
の
間
、
芭
蕉

の
中

に

こ
れ
以
後

不
易
流
行

と
い
う
考

え
が

形
成
さ
れ
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
き

っ
か
け

は
既

に
こ
の
頃

に
胚
胎

し
つ
つ
あ

っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
芭
蕉

に
と

っ
て
白
川
の
関
と
は
そ

う

い
う
大
き
な
意
味
を
持

っ
た
所

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。(注

6
)

そ
れ

に
つ
い
て
念

の
た
め
言

い
添
え
て
お
き
た

い
。

「
風

流

の
」

の

句

の

「
田
植
歌
」

は
和
歌

・
連
歌
に
は
な

い
語

で
、
俳
諧
の
新

季
語

で
あ
る
。

「
早

苗
」

は
古
く

か
ら
使
わ
れ

る
伝
統
的
な

こ
と
ば

だ
が
、

た
と
え
そ
れ
が
古
典

・

古
歌
と

の
か

か
わ
り

に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
よ
う
と
も
、
俳
諧

の
場
合

に
は
、
現
実

の
も

の
、
現
実
世
界

を
代
表
す

る
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
こ
と
な
く

し
て

は
俳
諧

の
ア
プ
リ
オ
リ
は
失
わ
れ
て

し
ま
う

の
で
あ

る
。

こ
の
点

か
ら

い
え
ば
、

「
田
植
歌
」

「
早
苗
」

の
み

な
ら

ず

「
青
葉

の
稍
」
も

「
卯

の
花
」

「
茨

の
花
」
も
現
実

に
在

る
も

の
で
な
け
れ

ば

な
ら

な
い
。
あ

る
い
は
現
実

に
在

る
も

の
と
し

て
仕
立

て
ら
れ

た
、
非
和
歌

的

な
立
場
を
担
う
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

前

に
私

は
、

こ
れ
ら

の
も

の
が
古
歌
と

の
関
わ
り

に
お
い
て
見
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
指
摘

し
、

そ
の
実
在
性

を
否
定
す

る
よ
う

な
論
述

を
し
た
。
そ

の
舌

の

根
も
乾

か
ぬ
う
ち

に
、

こ
ん
ど

は
非
和
歌
的

に
し

て
現
実
的
な
も

の

だ

と

い

う
。
矛
盾
も
甚

し
い
と
難
ぜ
ら

れ
る
に
違

い
な

い
。

し
か
し
芭
蕉

の
芸
術

の
本

質

を
ア
プ

ロ
ー
チ
す

る
と
な
る
と
、

こ
の
よ
う

な
矛
盾

し
た
言

い
方

に
な
る
こ

と
を
避
け
ら
れ
な

い
の

で
あ
る
。
芭
蕉

の
俳
諧

芸
術
と
は
、
実

に
こ
の
よ
う
な

矛
盾
そ
の
も
の
、

二
律

背
反
そ
の
も

の
の
上

に
構
築

さ
れ
た
も

の

な

の

で

あ

る
。
あ
く
ま

で
も
伝

統
的

な
も
の
に
身

を
浸
し
て
こ
れ
か
ら
離

れ
な
い
で
い
な

が
ら
、
そ
の
反
面

ど
こ
か
で
、

現
実

に
よ

っ
て
伝
統

を
断

ち
切
り
否
定

し
て

い

る
と

い
う
所

が
あ

っ
て
馬
そ

こ
に
俳
諧
性

の
根
基

を
据

え
て
い
る
の
だ
。

こ
の

こ
と
に

つ
い
て
は

こ
こ
で
論

じ
て

い
る
余
裕

が
な
い
の
で
、
他

日

を

期

し

た

い
が
、
真
意
を
誤
ら
れ

る
こ
と
を
恐
れ

て
、

一
言
だ
け
付
け
加
え
て
お
く
。

私
は
白
川

の
関

の
跡
を
踏
ん

で
み
な
が
ら
、
芭
蕉

が
こ
の
古
道

を

ど

う

辿

り
、
そ

し
て
古
歌

に
対
し

て
ど
う
対
決
し

た
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
。

芭
蕉

は
白
川

の
関

に
ま

つ
わ

る
古
歌

の
お
び

た
だ
し

い
数
量
と
重
み
を
前

に

し
て
圧
倒

さ
れ
る
思

い
は
あ

っ
た
が
、
と

に
か
く
受
け
留
め

た
こ
れ
ら
の
歌
の

中

で
、
な
か
ん
ず
く

し
か
と
心

に
留

め
た
の
は
能
因

の
歌

で
あ

っ
た
。
1

「
秋

風
ぞ
吹
く

白
川

の
関
」
ー

し
か
し
季
節

の
上

で
、
そ

の
景
観
を
現
実

に
見
る

こ
と
叶

わ
な

か

っ
た
ゆ
え

に
、
彼

一
流

の
幻
術

を
も

っ
て
言
語
空
間

に
、
そ

れ

を
描
き
出

し
て
み
る
ほ
か
は
な
か

っ
た
。

し
か
も
結
局
詠
句
と

し

て

は

失

敗

し
、

わ
ず

か
に
紀
行
本
文
中

に
実
現
さ

せ
得

た
に
止
ま

っ
た
。

そ
の
芭
蕉

の
執
心

し
た

「
秋
風
ぞ
吹
く
」

の
実
景
を
、

こ
の
日
、

こ
の
身
を

も

っ
て
味

わ
い
得

た
私

は
、
そ

の
幸

い
を
喜
ぶ

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。
地
貌

・
風

土
は
多
く
変

り
果

て
た
と

し
て
も

ー

。

(
注

1
)
尾
形
仂

「
白
川

の
関

」

〔
お
く

の
ほ
そ
道

注
解

一
二
〕

(
「
解

釈

と
鑑
賞

」
昭

四
〇

・
五
)

(注

2
)
志
田
義
秀

『
奥

の
細
道

評
釈

』
を
初

め
諸
書

に
見

え
る
。

(注

3
)
佐
伯
昭
市

「
芭
蕉

の
表
現
意
識

に
つ
い
て
」
i

「
白
河
の
関

を

め
ぐ

る
諸
問
題
」
ー

(
「
解
釈
」
昭
四
七

・
六
)

(注

4
)
久
富
哲
雄

「
お
く

の
ほ
そ
道

『
卯

の
花
虚
構
説
』
私
見
」
(
「
解

釈
」
昭

四
八

・
一
)

(注

5
)
山
本
健
吉

『
芭
蕉
全
句
』
下
巻

(注

6
)
尾
形
仂

「
白
川

の
関
」

(
前
掲
注
解
)

に
よ
る
。
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