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「馬
に
寝
て
残
夢
月
遠
し
茶
の
け
ぶ
り
」
考

―
―
西

行

歌

と

の

関

連
―
―

一

こ
の
句
に
関
し
て
は
す
で
に
数
々
の
論
考
の
あ
る
事
が
、
考
察
の
進
む
に
つ

れ
て
次
々
と
分

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
い
は
ば
俳

諸
研
究
に
は
全
く
の
素
人
で
あ
る
自
分
が
無
謀
に
も
容
隊
す
る
理
由
は
た
だ

一

つ
、
こ
の
句
と
西
行
歌
と
の
関
連
に
つ
い
て
明
確
な
考
察
を
示
し
た
も
の
に
接

し
得
な
い
為
で
あ
り
、
逆
を
言
へ
ば
西
行
歌
か
ら
こ
の
句
に
つ
い
‘
百
及
し
た

も
の
に
も
接
し
得
な
か
っ
た
為
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
行
歌
が
こ
の
句
に
ど
の
や

う
に
関
連
す
る
か
、
そ
れ
を
説
い
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
意
図
で
あ
る

が
、
従
来
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
説
か
れ
て
き
た
の
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く

漢
詩
句
と
の
関
連
で
あ
る
。
そ
し
て
論
点
は
結
局
こ
の
句
が
漢
詩
句
に
基
づ
く

虚
構
か
、
そ
れ
と
も
独
自
の
創
作
か
、
あ
る
い
は
虚
構
を
或
程
度
容
認
す
る
立

場
で
も
た
と
へ
ば

「茶
の
け
ぶ
り
」
の
み
は
芭
蕉
の
手
柄
で
あ
り
創
作
で
は
な

い
か
な
ど
と
い
ふ
こ
と
で
あ

っ
た
。小
論
も
西
行
歌
と
の
関
連
を
論
じ
な
が
ら
、

所
詮
論
点
は
こ
こ
に
帰
着
す
る
で
あ
ら
う
。

な
ほ
こ
の
句
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。　
一
は

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
全
文
に
流
れ
る
芭
蕉
の
精
神
様
態

で
あ
り
、
二
は
西
行
思
慕
の
強
さ
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

大

坪

不J

口
ｎ
ロ

′
“
″

の
伝
本
に
よ
っ
て
は
段
節
相
互
に
前
後
が
あ

っ
た
り
、
多
少
の
語
句
の
異
同
が

あ
る
が
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、ま
づ
不
変
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
に
関
し
て
は
、
こ
の
紀
行
に
は
若
か
り
し
過
去
の
日
と
初
老
の
今
日
と
の

対
比
よ
り
生
ず
る
人
生
詠
嘆
の
態
度
が
随
所
に
湧
出
し
て
ゐ
る
事
と
、
生
死
の

凝
視
の
結
果
、
人
間
の
宿
命
を
諦
観
せ
ん
と
す
る
精
神
が
見
出
さ
れ
る
事
の
二

つ
を
自
分
は
ま
づ
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
紀
行
中
の
旬
に
こ
の
二
つ
の
窺

へ
る
も
の
を
拾
へ
ば
、
例
へ
ば
冒
頭

「野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
哉
」
の

句
に
表
出
せ
ら
れ
た
死
と
対
決
す
る
心
は
、
や
が
て

「
し
に
も
せ
ぬ
旅
寝
の
果

よ
秋
の
暮
」
と
い
ふ
風
に
、
わ
が
宿
命
を
か
り
そ
め
の
生
に
見
出
し
て
諦
観
に

遊
ぶ
心
に
な
り
、
又

「僧
朝
顔
幾
死
か
へ
る
法
の
松
」
と
い
ふ
生
死
の
凝
視
か

ら
絶
対
者
へ
の
投
身
帰
依
、
或
い
は

「命
二
つ
の
中
に
生
た
る
桜
哉
」
に
見
ら

れ
る
生
存
の
凝
視
は
、
死
に
よ
っ
て
有
限
化
さ
れ
た
人
間
の
宿
命
を
諦
観
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
へ
解
放
す
る
営
み
で
あ
り
、
又

「秋
十
と
せ
却
て
江
戸

を
指
故
郷
」
に
は
、
昔
日
と
今
日
と
の
対
比
よ
り
生
ず
る
感
懐
が
見
ら
れ
、
年

月
の
深
い
回
想
と
し
て
は

「御
廟
年
経
て
忍
は
何
を
し
の
ぶ
草
」
が
あ
る
。
自

分
は
斯
様
な
精
神
様
態
が

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
を

一
貫
し
て
底
流
す
る
も
の
と

見
た
い
。

次
に
二
に
関
し
て
は
西
行
に
対
す
る
敬
慕
の
心
で
あ
る
。　
一
体
芭
蕉
が
西
行

52



に
思
慕
傾
倒
す
る
様
に
な
っ
た
時
期
は
何
時
か
ら
で
あ
ら
う
か
。
文
字
に
定
着

し
た
限
り
で
は
、
有
名
な

「
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、と不
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、

雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、
利
久
が
茶
に
お
け
る
、
其
貫
道
す
る
物
は
一
な
り
」
と

か
、

「あ
る
は
摂
政
公
の
な
が
め
に
う
ば
ヽ
れ
、
西
行
の
枝
折
に
ま
よ
ひ
」、

「脆
は
や
ぶ
れ
て
西
行
に
ひ
と
し
く
」
等
を
載
せ
る

『笈
の
小
文
』
が
あ
る
が
、

こ
れ
は

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
よ
り
後
で
あ
る
。
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
以
前
で
は
、

そ
の
前
年
の
天
和
三
年
の
虚
栗
跛
に

「佗
と
風
雅
の
そ
の
生
に
あ
ら
ぬ
は
、
西

行
の
山
家
を
た
づ
ね
て
、
人
の
拾
は
ぬ
蝕
栗
也
」
と
あ
る
。
次
に
本
稿
に
関
係

の
あ
る
西
行
の

「年
た
け
て
又
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
小
夜
の
中

却
牲
¨

「
歌

歳
ｒ
ａ

芋 っ
酸
］
理
物
¨
輌
肛
犠
罐
い
、
数
］

年↑と
」

「 て
命 ‐ま
ｒ
嘲
凛
悧

力ヽ 宝

の
笠
の
下
涼
み
」
の
句
が
あ
る
。
又
西
行
の

「津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ

や
芦
の
枯
れ
葉
に
風
わ
た
る
な
り
」
の
歌
を
露
呈
し
た
旬
に
は
、
同
じ
く
延
宝

五
年
の

「あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
の
句
が
あ
る
。
思
ふ
に
、
寛
文

十
二
年
官
を
辞
し
東
武
に
赴
い
た
二
十
九
歳
頃
に
は
、
既
に
西
行
思
慕
の
情
が

深
く
蒻
し
そ
れ
が
数
年
を
経
て
文
字
に
定
着
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
ら
う
。

『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
に
於
て
も
西
行
の

「深
く
入
り
て
神
路
の
お
く
を
た
づ
ぬ
れ
ば

ま
た
上
も
な
き
峯
の
松
風
」
の
歌
に
よ
っ
て

「
ふ
か
き
心
を
起
し
て
、
み
そ
か

月
な
し
千
と
せ
の
杉
を
抱
あ
ら
し
」
と
詠
じ
、
西
行
谷
に
於
て

「芋
洗
ふ
女
西

行
な
ら
ば
歌
よ
ま
む
」
と
吟
じ
、
吉
野
に
到

っ
て
は
西
行
庵
の
跡
を
訪
ひ
、
伝

西
行
作
で
あ
る

「と
く
ノ
ヽ
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水
く
み
は
す
ほ
ど
も
な
き

す
ま
ひ
か
な
」
の
歌
を
露
呈
し
て

「露
と
く
ノ
ヽ
心
み
に
浮
世
す
ゝ
が
ば
や
」

の
句
を
得
、
思
慕
の
情
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た

「命
二
つ
の
中
に
生

た
る
桜
哉
」
の
句
も
勿
論

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
中
に
見
え
る
西
行
歌
露
呈
句
で

あ
る
。

二

さ
て

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
小
夜
中
山
の
件
り
は
、
あ
く
ま
で
実
景
実
感
を
基

と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
杜
牧
早
行
詩
の
情
景
に
あ
ま
り
に
も
う
ま
く
嵌

っ
て

ゐ
た
為
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
俳
諸
の
詩
情
を
打
出
し
た
と
す
る
の
が
通
説
と
な

っ
て
ゐ
る
。

既
に
、
明
ら
か
な
事
の
様
で
も
あ
る
が
、
小
論
の
展
開
上
少
し
く
必
要
も
あ

る
の
で
、
自
分
が
考

へ
て
ゐ
る
早
行
詩
と
標
題
句
と
の
関
係
を
対
照
し
て
お
き

た
い
。
こ
の
際
、
句
を
紀
行
の
地
の
文
か
ら
剥
離
さ
せ
ず
、
そ
の
有
機
的
な

一

部
と
し
て
取
り
扱
ふ
べ
き
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

①
割

刻

馴

到

冒

釧

‐

―‐

翻

颯

ョ

劉

司

£

日
Ｊ
口
劇
判
冽
劇
「
州
り
「
、　
③
翻
悧
到
‐、―コ
「
引
創
剰
酬
翻
硼
劇
∃
「
。　
④
用
樹
劉
州
日
刊
刻
Ш
例

⑤
測
釧
例
＝
劇
判
側
剥
劇
り
酬
＝
馴
洲
コ
到
洲
Ｊ
「
⑦
刻
鯛
倒
ｑ
。

③
周
ｄ
創
ｄ
◎
列
引
⑩
川
劇
ｕ
⑪
刻
倒
引
劇
引

（藤
日
本
）

⊇
「
川
剣
―
―
―
＝
樹
＝
例

④
鋼
嗣
期
目
□
目
劉
佃
　
　
　
②
嶽
鶴
∃
コ
州
判
割
悧
　
　
〇
畑
馴
＝
②
馴
劇
翻
劉
引

０
割
コ
潤
劇
調
団
刻
馴
割
　
②
ヨ
倒
劉
洲
倒
Ⅷ
引
　
〇
副
綱
堀
Ｏ
測
制
劃
側

①
は
［
酬
Ⅷ
醐
酬

④
に
照
［
到
利
¶
割

つ
と
も
こ
の
部
分
は
初
稿
の
天
理
旧
菊

本
及
び
そ
の
系
統
を
ひ
く

『笈
日
記
』
所
載
文
、

『笈
日
記
』
に
拠
っ
た

『
三

冊
子
』
所
載
文
等
で
は

「
い
と
暗
く
、
こ
ま
の
蹄
も
た
ど
ノ
ヽ
し
け
れ
バ
、
落

ち
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ま
た
ヽ
び
な
り
け
る
に
」
と
な
っ
て
ゐ
た
の
が
斯
く
改
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
改
案
の
方
が
杜
牧
詩
に
近
く
て
す
っ
き
り
す
る
が
、
初

案
の
文
句
も
こ
こ
で
は
棄
て
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の
、
芭
蕉
は
後
に
『更
科
紀
行
』



で
、

「馬
の
う
へ
に
て
只
ね
ぶ
り
に
ね
ぶ
り
て
、
落
ぬ
べ
き
事
あ
ま
た
た
び
な

り
け
る
を
」
と
再
活
用
し
て
ゐ
る
所
を
見
る
と
、
彼
に
と
っ
て
必
ず
し
も
意
に

そ
は
ぬ
語
句
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。　
↑
」
の
場
合
、

『
更
科
紀
行
』
の
註
者

は
徒
然
草
四
十

一
段

「賀
茂
の
く
ら
べ
馬
」
の

「と
り
つ
き
な
が
ら
い
た
う
睡

勒
力ヽ て

Ｆ
辞
わ
れ
な
瞥
朴
餃
ど
向
け
ぼ

『 ま
吋
漁
嘘
罐
繰
は
「
け
い
い
腋
あ

指 っ
権
“

べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
）さ
う
し
て
み
る
と
、
彼
が
比
較
的
気
に
入
っ
て
ゐ
た

初
案
の
文
飾
に
は
、
杜
牧
の

「早
行
詩
」
以
外
の
も
の
が
影
響
し
て
ゐ
た
と
も

考

へ
得
る
で
あ
ら
う
。
③
は
直
ち
に
②
に
、④
は
⑦
に
、⑤
は
④
に
照
応
す
る
。

”
は
け
け
却
卸
剣
癖
蒙
吻
』
い
い
げ
財
雌
“

る 「岬
断
婦
汁
」

（ の

『 直
舞
］
詞
『
喩

『
三
冊
子
』
所
載
文
で
は
「
忽
」
が
な
く
単
に
「
お
ど
ろ
く
」
の
み
で
あ
る
が
。）

③
は
こ
の
句
の
推
敲
過
程
の
通
説
に
従

へ
ば
、
四
馬
上
落
ん
と
し
て
↓
国
馬
上

眠
か
ら
ん
と
し
て
ｏ
馬
上
に
眠
ら
ん
と
し
て
ｏ
馬
上
眠
ら
ん
と
し
て
↓
０
馬
に

寝
て
、
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
杜
牧
詩
に
よ
れ
ば
④
の

「信
馬

行
」
以
外
に
照
応
は
考

へ
難
く
、
他
に
も
う
少
し
適
応
す
る
詩
句
が
ほ
し
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
③
は
④
に
、
⑩
は
②
の

「月
」
と
Ｏ
の

「遠
」
と
の
合
成
、
○

一
一
¨
〔
榊
％
中
¨
一
一
軸
〔
¨
漱
一
牲
¨
絲
赫
』
一
¨
一
］
¨
［
疇
“
一
［

に
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、林
羅
山
の
詩
と
西
行
の
歌
と
を
併
せ
て
勘
合
し
、

追
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
本
稿
の
意
図
も
主
と
し
て
こ
の
点
に
あ
る
。

三

前
節
で
私
は

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
と
杜
牧
の

「早
行
詩
」
と
を
比
較
し
て
、

「早
行
詩
」
の
み
で
は
影
響
関
係
を
鮮
明
に
解
き
得
な
い
箇
所
と
し
て
、
⑥
の

「小
夜
の
中
山
」
と
③
の

「馬
に
寝
て
」
を
挙
げ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
林
羅
山
の

『
丙
辰
紀
行
』
を
援
用
し
た
い
と
思
ふ
。
こ
の
羅

山
詩
と
は
、
東
奥
巣
居
著
淡
海
干
当
述
の

「増
註
　
桃
青
翁
句
彙

（寛
政
十
年

刊
ど
に
一
部
分
だ
け
引
か
れ
た
も
の
で
、
該
当
箇
所
の
全
部
は
次
の
通
り
で
あ

２つ
。

小
夜
中
山
　
円
位
法
師
が

「
い
の
ち
な
り
け
り
佐
夜
の
中
山
」
と
詠
ぜ

し
は
笈
に
て
の
事
な
り
。

①
２

◎
∃

∬

。
樹

夕

⑥
‥

こ
の
う
ち
、
④
は
先
に
触
れ
た
通
り

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
②
の
初
案

「
こ
ま

の
蹄
も
た
ど
ノ
ヽ
し
け
れ
バ
、
落
ち
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ま
た
ヽ
び
な
り
」
の
理
由

と
し
て
も
う
ま
く
嵌
る
か
ら
、
芭
蕉
は
こ
の

「坂
道
升
降
」
に
よ
っ
て

『
野
ざ

ら
し
紀
行
』
初
案
の
文
節
を
は
か
り
、
さ
ら
に
瞼
路
の

「小
夜
の
中
山
」
を
も

点
出
し
き
た
っ
た
と
も
考

へ
ら
れ
る
だ
ら
う
。
な
ほ

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
後

出
す
る
後
醍
醐
廟
参
詣
の
件
り
の

「山
を
昇
り
坂
を
下
る
に
云
々
」
と
も
契
合

す
る
で
あ
ら
う
。
◎
◎
も
、
０
節
で
述
べ
た

「馬
に
寝
て
」
句
の
推
敲
過
程
の

国
に
よ
く
適
ふ
。

「馬
上
」

「眠
か
ら
ん
。
眠
ら
ん
」
等
は

「早
行
詩
」
よ
り

は
寧
ろ
こ
の
詩
に
近
い
。
さ
ら
に
③
①
⑥
特
に
Ｏ
は
、
前
行
す
る
和
文
の
中
に

引
か
れ
て
ゐ
る

「年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
小
夜
の

中
山
」
を
指
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
、
杜
牧

「早
行
詩
」
と
の
比
較
で
は

照
応
の
度
合
の
薄
か
っ
た

「小
夜
の
中
山
」
の
語
も
、
こ
の
羅
山
詩
に
よ
れ
ば

訳
な
く
結
び
つ
け
得
る
の
で
あ
る
。

叙
上
、
芭
蕉
は
あ
ら
は
に
は
杜
牧

「早
行
詩
」
を
引
い
た
の
で
あ
る
が
、
実

は
そ
れ
と
同
時
に
羅
山
詩
か
ら
も
直
接
に
詩
想
を
得
た
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。



お
そ
ら
く
羅
山
詩
が
杜
牧
詩
の
投
影
下
の
作
品
で
あ
る
事
は
分
り
き

っ
て
ゐ
る

上
、
杜
牧
詩
の
方
が

一
層
人
口
に
檜
久
し
て
効
果
も
大
で
あ
る
の
で
、
右
の
措

置
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
様
に
両
詩
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
芭
蕉
は

俳
文
化
す
る
に
当

っ
て
実
景
実
感
の
出
る
様
に
苦
心
し
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
所
詮
こ
の
件
り
の
根
底
は
文
学
的
虚
構
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
だ
玩
来
こ
の
件
り
は
、
杜
牧

「早
行
詩
」
以
外
に
も
先
学
の
挙
げ
ら
れ
た

漢
詩
類
、
又
は
そ
れ
に
類
似
す
る
詩
句
が
多
く
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
ら
は
詩
中

の
一
部
が
嵌
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
詩
全
体
又
は
大
部
分
が
嵌
る
の
は
杜
牧
と
羅

山
の
も
の
ぐ
ら
ゐ
で
あ
ら
う
。

の
肺
』
蒔
¨

見 『
嘲
廠
輛
姉
ぐ
ゝ
″
脚

文 へ
凱
囃
射
割
鵜
抑

へ 『疎
櫛
縄
韓
痢
潮
け
】

れ
て
ゐ
る
が
、
近
世
の
道
中
記
類
と
中
世
の
そ
れ
と
を
繋
ぐ
作
品
で
あ
り
、
旅

を

一
生
の
栖
と
し
た
芭
蕉
な
ど
も
お
そ
ら
く
坐
右
の
一
書
と
し
て
ゐ
た
と
思

ふ
。
芭
蕉
の
紀
行
文
等
に
は
あ
ま
り
露
頭
し
な
い
の
で
見
落
さ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
管
見
で
は
赤
羽
学
氏
が
引
か
れ
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。
併
し
そ
れ
は
芭
蕉

の
旅
程
説
明
の
中
で
、
早
天
に
小
夜
の
中
山
越
え
す
る
事
を
詠
ん
だ
伝
統
の
一

例
と
し
て
触
れ
ら
れ
た
の
み
で
、
羅
山
詩
が

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
小
夜
の
中

山
の
件
り
の
文
飾
に
影
響
を
与

へ
て
ゐ
る
事
や
、
又
次
の
回
節
で
も
詳
述
す
る

が

「馬
に
寝
て
」
句
の
持
つ
人
生
に
対
す
る
感
慨
の
面
が
、
実
は
羅
山
詩
句
の

「西
行
寿
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

「命
な
り
け
り
」
と
い
ふ
西
行
歌
に
深
く
か

ヽ
は
る
と
い
ふ
点
な
ど
に
及
ば
れ
て
ゐ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

四

最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
前
述
０
節
の
①

「茶
の
け
ぶ
り
」
に
関
し
て
で
あ

る
が
、
こ
の
語
句
を
、
頴
原
博
士
説
を
代
表
と
す
る
諸
説
の
様
に
、
芭
蕉
の
創

作
と
す
る
説
、
従

っ
て
実
景
実
感
説
に
通
ず
る
説
の
あ
る
反
面
、
後
述
の
桑
原

一一一けれ一赫螂い一̈赫一中榊̈一沖一呻］［』け説のの輛̈̈
説れ（和螂

あ
る
。

こ
の
漢
詩
句
借
用
虚
構
説
に
触
れ
る
前
に
、
和
歌
と
の
関
係
の
有
無
も

一
考

さ
れ
て
よ
い
筈
で
あ
る
が
、
ま
だ
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
様
な
の
で
簡
単
に
管
見
を

し
る
し
て
お
き
た
い
。

天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
所
蔵
の
一
筆
坊
鴎
沙
自
筆

「蕉
翁
句
解
過
去
範
¨
に

は
、
標
題
句
の
頭
註
と
し
て
、

当
吟
風
雅
集
　
光
明
峯
寺
入
道
前
摂
政
左
大
臣
「
茶
の
葉
山
さ
や
の
中

山
長
き
夜
も
仮
寝
の
夢
は
結
び
残
し
ぬ
　
此
う
た
の
心
に
も
叶
ひ
待
り
ぬ

を
掲
げ
る
。
も
し
こ
の
通
り
の
歌
が
あ
る
な
ら

「茶
の
け
ぶ
り
」
は

「茶
の
葉

山
」
よ
り
の
連
想
で
結
合
し
、
和
歌
虚
構
説
が
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
管

見
の
限
り
で
は
風
雅
集
の
諸
本
に
こ
の
形
は
な
く
、

笹
の
葉
の
さ
や
の
中
山
な
か
き
夜
も
仮
寝
の
夢
は
結
び
や
は
す
る

と
あ
る
の
で
、

「茶
の
葉
山
」
は
も
と
よ
り

「残
夢
」
の
語
さ
へ
も
根
拠
を
失

な
ふ
。
風
雅
集
よ
り
早
く
夫
木
抄
で
も

笹
の
葉
の
さ
や
の
中
山
な
か
き
夜
も
仮
寝
の
夢
は
結
び
か
ね
つ
つ

と
あ
る
。
江
戸
期
の
俳
諧
注
釈
書
の
引
用
歌
は
、
発
句
の
解
釈
に
都
合
よ
く
合

は
せ
た
と
邪
推
し
た
い
も
の
が
多
く
、
例
へ
ば

「増
註
　
桃
青
翁
句
彙
」
に
は

入
る
月
を
か
な
た
の
空
と
か
へ
り
み
て
夢
路
に
こ
ゆ
る
小
夜
の
中
山

を
引
く
。
出
典
は
不
明
で
あ
る
が
、も
し
こ
の
歌
が
先
行
し
て
あ
る
も
の
な
ら
、

改
め
て
芭
蕉
の
創
作
心
理
を
再
検
討
し
た
く
さ
へ
な
る
。
た
だ
発
想
類
似
歌
と

し
て
、



明
け
ば
又
行
く
べ
き
道
と
思
ひ
ね
の
夢
に
ぞ
こ
ゆ
る
さ
よ
の
中
山

（新
続
古
今

ｏ
法
印
義
宝
）

長
き
夜
の
さ
よ
の
中
山
明
や
ら
で
月
に
朝
立
つ
秋
の
た
び
人

（新
続
古
今

・
雅
経
）

が
あ
る
か
ら
、
約
ひ
合
は
さ
れ
て

「句
彙
」
の
歌
が
合
成
伝
承
さ
れ
た
か
も
知

れ
ぬ
。
た
と
ひ
訛
伝
で
も

「過
去
種
」
や

「句
彙
」
の
歌
が
存
在
す
れ
ば
、
芭

蕉
の
目
に
触
れ
得
る
事
も
あ
り
、そ
れ
に
よ
り
虚
構
し
た
と
も
考

へ
ら
れ
る
が
、

実
証
で
き
な
い
。
他
に

さ
ゝ
の
葉
は
さ
や
の
中
山
ふ
く
か
ぜ
に
お
の
れ
ね
ぬ
夜
の
夢
も
む
す
ば
ず

（夫
木

・
順
徳
院
）

等
も
あ

っ
て
、
小
夜
中
山
に
は
、
夜

・
未
明

ｏ
夢

・
早
行
等
と
結
び
つ
い
た
歌

が
多
い
か
ら
、
芭
蕉
が
か
う
い
ふ
伝
統
を
活
用
し
て
、
こ
の
件
り
を
綴

っ
た
事

は
認
め
て
よ
い
か
と
思
ふ
が
、

「茶
の
け
ぶ
り
」
そ
の
も
の
を
和
歌
か
ら
導
く

事
は
や
は
り
無
理
な
様
で
あ
る
。

「茶
の
け
ぶ
り
」
は

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
何
回
か
に
わ
た
る
推
敲
過
程
の

中
、
最
後
ま
で
棄
て
ら
れ
な
か
っ
た
句

（他
に

「残
夢
」
も
さ
う
で
あ
る
）
で

重
要
な
語
句
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
る
が
、
こ
の
旬
に
つ
い
て
は
、
桑
原

・
岡
崎

両
氏
説
の
様
に
杜
牧
の

「酔
後
題
僧
院
詩
」
に
よ
る
も
の
と
み
る
の
が

一
番
素

瀬
お
一
な
か
ら
う
か
。

（
も
っ
と
も
こ
れ
に
は
反
対
説
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

こ
の
詩
は
東
披
等
に
も
影
響
を
与

へ
、
我
が
五
山
の
詩
僧
に
も
継
承
さ
れ
た

詩
で
あ
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

批
船

一
悼
百
分
空
　
　
十
歳
青
春
不
負
公

今
日
髯
糸
禅
揚
畔
　
　
茶
姻
軽
熙
落
花
風

こ
れ
に
つ
い
て
、
桑
原
氏
は

「『茶
の
煙
』
と
い
う
の
も
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

同
じ
杜
牧
の

『酔
後
題
僧
院
』
と
い
う
詩
の
中
の

『茶
姻
軽
熙
落
花
風
』
か
ら

出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は

『唐
詩
選
』
に
も
の
っ
て
い
る
有
名
な
も

の
だ
か
ら
、　
芭
蕉
は
知

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。　
必
ず
し
も
彼
が
茶
を
煮

る
姻
を
眼
前
に
見
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
句
は
、
テ
ニ
ヲ
ハ
以
外

の
文
字
は
す
べ
て
漢
詩
の
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
」
と
言
は
れ
、
岡
崎
博
士

も
、
弓
茶
姻
』
と
い
う
も
の
も
漢
詩
や
禅
の
方
に
あ
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
俳

味
だ
け
に
あ
る
も
の
と
も
い
え
な
い
。
社
牧
の

『
題
禅
院
詩
』
に

『批
船

一
樟

…
…
』
と
い
う
の
が
あ

っ
て

『
髪
糸
茶
姻
之
感
』
と
い
う
成
語
が
生
じ
、
少
年

の
時
に
は
嬉
遊
に
耽

っ
た
者
が
、
老
い
て
淡
白
な
余
生
を
送
る
と
い
う
意
に
用

い
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で

「茶
の
け
ぶ
り
」
に
は
又
別
の
解
が
あ
る
。
即
ち
小
西
博
士
は
、

栄
西
の

『
喫
茶
養
生
記
』
の
桑
粥
法
を
引
用
し
て
、
唐
床
詩
２
思
茶

・
茶
煙
は

桑
粥
で
、
こ
れ
が
未
明
に
煮
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
鶏
鳴

ｏ
残
夢
等
と
連
想
を
持

つ
が
、
芭
蕉
の

「茶
の
煙
」
は
桑
粥
で
あ
り
得
な
い
か
ら

「
モ
ー
ド
か
ら
い
え

ば
鋪
巧
型
で
あ
る
け
れ
ど
も
素
材
と
し
て
の
事
実
か
ら
少
か
ら
ぬ

『
離
れ
』
が

あ
る
」
と
さ
れ
る
。
又
諸
家
の
多
く
は
、
朝
に
茶
を
煮
る
煙
と
さ
れ
る
が
稀
に

は
茶
を
焙
じ
る
煙
と
す
る
説
も
あ
り
、
或
い
は
朝
食
を
炊
ぐ
煙
と
み
る
説
、
さ

ら
に
は
禅
院
で
の
場
合
は
茶
釜
か
ら
上
る
湯
煙
と
か
、
茶
碗
よ
り
立
ち
の
ぼ
る

湯
気
等
も
考

へ
得
る
。
遠
州
は
茶
産
地
で
は
あ
る
満
）

炊
煙
と
か
朝
茶
を
煮
る

煙
と
考
へ
れ
ば
、そ
の
煙
の
立
つ
の
は
逢
か
遠
方
に
見
え
る
村
里
で
あ
ら
う
し
、

未
明
の
ほ
の
暗
く
て
物
の
見
え
分
ち
難
き
頃
で
も
あ
る
か
ら
、
実
際
の
視
覚
に

映
し
た
も
の
と
す
る
よ
り
も
心
象
風
景
的
な
面
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
焙
茶
の

煙
な
ら
嗅
覚
に
よ
っ
て
気
づ
く
の
だ
か
ら
、
視
覚
の
場
合
よ
り
も
煙
の
位
置
は

作
者
に
近
い
筈
で
あ
る
が
、　
一
句
か
ら
受
け
る
遠
景
感
に
そ
ぐ
は
ぬ
感
じ
が
す

る
。

「月
遠
し
」
も
、
遠
い
月
で
あ
る
と
と
も
に
私
に
は

「残
夢
」
の
内
容
と



れ】熱嘘瞥綱」̈
噸な磁「どの「罐］け霧［
「」郊界嫡い社̈
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お
そ
ら
く

「茶
の
け
ぶ
り
」
は
た
と
へ
嘱
目
の
具
象
的
風
景
を
借
り
た
に
せ

よ
、
や
は
り
心
象
風
景
の
描
写
と
い
ふ
こ
と
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
は
純
粋
叙
景
句
よ
り
も
心
情
表
出
句
の

方
が
多
い
と
い
ふ
こ
と
も
こ
の
際
参
考
と
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

か
う
考

へ
て
く
る
と
、

「茶
の
け
ぶ
り
」
と
い
ふ
語
句
は
、

「酔
後
題
僧
院

詩
」
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
の
詩
に
よ
っ
て
成
語
と
な
っ
た

「髪
糸
茶
姻
之
感
」

と
い
ふ
語
の
意
味
す
る
、
少
年
と
老
年
の
日
の
対
比
よ
り
生
ず
る
心
象
を
風
景

を
借
り
て
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

へ
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
は
れ
る

の
で
あ
る
が
、
併
し
私
は
標
題
句
と

「酔
後
題
僧
院
詩
」
と
を
繋
ぐ
も
の
は
、

単
に

「茶
姻
」
だ
け
で
は
な
く
更
に
次
の
箇
所
で
も
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
必
要

が
あ
る
や
う
に
思
う
。

そ
れ
は

「酔
後
題
僧
院
詩
」
の
承
句

「十
歳
青
春
不
負
公
」
と
の
関
連
に
よ

鶴

鸞
動

に っ
“
ｒ

力、 こ
競

贅

泌

尋

羹

¨
計
】
肺
晴
蒔
詢
剛
だ
醇

享
元
年

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
に
出
た
時
の
芭
蕉
は
四
十

一
歳
で
、
所
謂
初

老
と
称
せ
ら
れ
る
年
齢
で
あ

っ
た
事
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
約
十

年
前
、
二
十
九
歳
で
江
戸
へ
出
て
以
来
、
彼
は

「自
分
の
思
う
事
」
、即
ち
俳
諸

の
道
た
だ

一
筋
に
つ
な
が

っ
て
生
き
て
き
た
事
を
貞
享
四
・
五
年
の

『笈
の
小

文
』
の
旅
の
記
録
の
冒
頭
に
言
明
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
更
に
重
要
な
事
は
、
こ

の
一
筋
に
生
き
抜
い
て
今
で
は
江
戸
を
故
郷
と
ま
で
考

へ
る
様
に
な
っ
た
事
を
、

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
出
立
の
句

「秋
十
と
せ
却
て
江
戸
を
指
故
郷
」
に
明
白

に
表
出
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
こ
の

「秋
十
と
せ
」
句
と

「馬
に
寝
て
」
句
が
と

堀
一
州
潮
わ
」
脚

都
「制

群
期
囀
喘
淵
什
れ
一

草 ン
瀞
陸
熙
燎
卜
期
卸
胸
薇
け
れ
」

立
の
二
句

「野
ざ
ら
し
を
」
「秋
十
と
せ
」
に
す
ぐ
引
き
続
い
て

「馬
に
寝
て
」

の
句

（
そ
の
形
は

「馬
上
落
ン
と
し
て
」
で
あ
る
が
）
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら

こ
の
推
定
は
無
理
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
な
る
程

「秋
十
と
せ
」
句

は
従
来
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
、
賣
島
の

客
舎
丼
州
己
十
霜
　
　
帰
心
日
夜
億
威
陽

無
端
更
渡
桑
乾
水
　
　
御
望
丼
州
是
故
郷

の
詩
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
ゐ
る
。
併
し
そ
れ
は
よ
り
多
く
修
辞
的
で
あ

っ

て
、
青
春
の
日
の
回
想
と
現
在
の
心
境
吐
露
と
い
ふ
面
に
於
て
は
、

「酔
後
題

僧
院
詩
」
に
依

っ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

以
上
の
や
う
に
し
て
標
題
句
に
は
、
芭
蕉
に
於
る
昔
日
の
青
春
の
回
想
と
現

今
の
老
境
の
感
慨
を
表
は
し
た
心
象
風
景
が
根
本
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、　
一

歩
進
め
て
、
そ
こ
に
は
同
時
に
西
行
の

「命
な
り
け
り
」
の
歌
が
強
く
作
用
し

て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
西
行
の
こ
の
歌
は
、
や
は
り
若
き
日

と
老
年
の
今
日
と
を
対
比
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
強
い
感
懐
を
表
出
す
る
も
の

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
西
行
歌
露
呈
句
で
は
な
く
、
従

っ

て
西
行
歌
と
を
直
線
的
に
結
び
つ
け
る
理
由
は
な
い
が
、
中
間
に

「酔
後
題
僧

院
詩
」
を
介
在
さ
せ
、
又
地
の
文
の
「
小
夜
の
中
山
」
と
い
ふ
語
句
と
を
繋
ぎ
、

更
に
０
節
で
述
べ
た
や
う
な

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
全
体
に
あ
ふ
れ
る
強
い
西
行

敬
慕
の
情
を
合
は
せ
考

へ
る
時
、
こ
の
考
へ
方
は
十
分
成
り
立
つ
や
う
に
思
は

れ
る
。
寧
ろ
西
行
の
歌
を
想
起
し
な
い
方
が
不
思
議
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ら



う
。
私
は
こ
こ
に
至

っ
て
芭
蕉
の
構
想
の
如
何
に
深
遠
で
屈
折
的
で
あ

っ
た
か

に
一
驚
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
西
行
敬
慕
の
念
は
一
見
さ
あ
ら
ぬ
体
に

見
え
な
が
ら
、
深
所
に
於
て
強
く
息
づ
い
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
又
こ
の
紀
行
の

動街符暉『製潮卸琳潮呻れ鋤勢れ嗽』け嚇れ喘パ計絲篠端家資料に、

（い秋ｅ鰈靖％当の「謝囃』岬師̈
醸導け”は贈『と「解ヵ、コ聞轍め
「早諭

断疇汁れな「曜膨け臓藤号〔̈
”ｎ』物は』はいには勧触喉麺釧嗽酬

ユ嘲脇効場い獅け』』づ炉刻「ぬ醐一
「の働景猪罐「嚇蝶ど鶴鰈い扇

』
「み特たっに一）〔』御畔雅無つ「計軸け珠』】粋計日の朔耐製輝辮鵠聾響

け極いわかけ』れ｝けな̈
動いいけ筆場のっ舞”パちどと「師ユ跡燎鵬
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製硼脚嘲融漿“

ぁ
¨
一
一晴
諏
陽
』
げ

ヽ
馬
上
に
う
と
う
と
し
つ
つ
、朦
朧
た
る
意
識
一の
も
と
に
、

姉副劉「鮮な電がゆ知宅に師神だ残̈
肩詢凱謗い』つ煙̈
雌れ̈
朔れ

置
期
勝
章
賜
り
、
同
時
に
西
行
歌
に
依

っ
て
貫
か
れ
た
人
生
詠
嘆
の
心
で
あ

っ

註

（
１
）

岩
波
文
庫

「芭
蕉
俳
句
集
」
に
よ
り
延
宝
四
年
作
と
み
る
。
こ
の
他

諸
書
も
延
宝
四
年
作
と
み
る
が
、
宇
和
川
匠
助
氏

「野
ざ
ら
し
紀
行
の
解

釈
と
評
論
」
で
は
、
野
ざ
ら
し
紀
行
よ
り
も
後
年
の
作
と
す
る
輪
稽
邸
頁
）

（
２
）

天
理
旧
菊
本
本
は
、
岩
波
文
庫

「芭
蕉
紀
行
文
集
」
や
弥
吉
菅

一
氏

「芭
蕉
の
俳
譜
的
紀
行
文
の
成
立
過
程
⌒孵
欺
謁
‘
」
な
ど
で
初
稿
と
し
て

取
り
扱
は
れ
て
ゐ
る
。

（
３
）

例
へ
ば
、
岩
波
書
店

ｏ
日
本
古
典
文
学
大
系

「芭
蕉
文
集
」
や
小
学

館

。
日
本
古
典
文
学
全
集

「松
尾
芭
蕉
集
」
の
頭
註
等
。

（
４
）
　

「小
夜
の
中
山
」
と

「早
行
詩
」
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
い
ふ
努
力

も
な
さ
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
例
へ
ば

「早
行
の
残
夢
が
、
夜
の
名

の
あ
る
小
夜
の
中
山
で
醒
め
る
と
言
い
な
し
た
所
が
俳
諾
　
（卦
鰐
難
」「勲
議

酢
）」

と
い
ふ
説
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、　
国
節
で
述
べ
る
羅
山
詩
に
よ

っ
て
論
証
で
き
る
ほ
ど
に
は
説
得
性
が
あ
る
と
は
言
へ
な
い
。
又

『
野
ざ

ら
し
紀
行
』
の
行
程
よ
り
み
て
、
芭
蕉
が
小
夜
の
中
山
を
通
過
し
て
行

っ

た
事
は
事
実
と
認
め
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
果
し
て
こ
の
件
り
で
述

べ
て
ゐ
る
様
な
状
態
で
通
過
し
た
か
否
か
は
疑
間
で
あ
る
。
後
註
に
引
く

矢
橋
家
資
料
の
如
き
草
稿
的
な
も
の
に
よ
れ
ば
、
こ
の
句
と

「小
夜
の
中

山
」
と
の
結
び
つ
き
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
５
）

頴
原
退
蔵
博
士

「芭
蕉
俳
句
新
構
新
」

・
山
本
健
吉
氏

「芭
蕉
糧

鶏
嘲
）」

。
南
信

一
氏

「
三
冊
子
総
釈
」
等
。

（
６
）

桑
原
武
夫
氏

「芭
蕉
に
つ
い
て
論
藤
峻
集
ビ
　
・
岡
崎
義
恵
博
士

「芭

蕉
の
芸
術
⌒銅
は
薦
蜂
ビ

中
の

「発
句
抄
」。
詩
は
回
節
に
示
す
。



（
７
）

南
信

一
氏
前
掲
書

・
安
東
次
男
氏

「
麟
芭
蕉
厳
∞
爛
れ
」
中
の
「
残
夢
」

。
小
西
甚

一
博
士

「鴨
の
声
ほ
の
か
に
自
し
⌒紋
孵
暉
「
ビ
　
・
伊
藤
博
之
氏

「
芭
蕉
に
お
け
る
詩
の
方
法
（紋
孵
務
部
ビ

等
に
引
用
さ
れ
た
漢
詩
句
。

（
８
）

岸
得
蔵
氏

「『
道
中
記
』
『
私
に
結
行
』
『東
海
道
名
所
記
』
薪
綱
敗
汗

雛
罐
号。）」。

（
９
）

弥
吉
菅

一
。
赤
羽
学

。
檀
上
正
孝
氏
共
編

「野
ざ
ら
し
紀
行

・
鹿
島

詣
」
中
の
赤
羽
氏

「『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
程

（
６３
頁
ど
。

（
１０
）

小
西
氏
前
掲
論
文
。

（
１１
）

小
学
館

「松
尾
芭
蕉
集
」
の
頭
註

（
７５
頁
）
で

「炊
煙
を
茶
の
煙
と

し
た
の
は

『
寝
覚
―
茶
』
の
縁
に
よ
る
あ
し
ら
い
。
『
寝
覚
―
茶
』
の
連
想

は
宋
代
の
漢
詩
に
多
く
、
俳
諮
で
も
『
毛
吹
草
』
で
付
合
と
さ
れ
て
い
る
」

と
あ
る
。

（
・２
）
　

「
一
筆
坊
」
の
名
を
頷
か
せ
る
特
異
な
筆
勢
の
書
で
春
夏
秋
冬
の
大

型
四
冊
本
。
序
に
よ
れ
ば
芭
蕉
発
句
八
百
五
十
余
句
を
季
題
別
に
分
類
し

て
、
そ
れ
に
筆
者
が
脇
句
を
つ
け
た
も
の
。
安
永
五
年
成
稿
。
芭
蕉
の
句

に
頭
註
を
つ
け
て
ゐ
る
が
、
す
べ
て
の
句
に
亘

っ
て
註
し
て
ゐ
な
い
。

（
・３
）

宇
和
川
氏
前
掲
書
中
の
説
。

（
・４
）

小
西
氏
前
掲
論
文
。

（
・５
）

鈴
木
棠
三
・
広
田
栄
太
郎
両
氏
編

「故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
」
の

「髪

糸
茶
姻
の
感
」
項
。

（
・６
）

前
掲
赤
羽
氏

・
宇
和
川
氏
の
説
に
よ
り
、
芭
蕉
当
時
か
ら
遠
州
を
茶

産
地
と
み
る
。

（
・７
）

前
掲
南
信

一
氏
の
書
中
の
見
解
。

（
・８
）

岩
波
書
店

。
日
本
古
典
文
学
大
系

「
五
山
文
学
集
江
戸
漢
詩
集
」
の

補
註

（
畑
頁
）。

（
・９
）

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
初
原
的
草
稿
と
目
さ
れ
る
も
の
に
矢
橋
家
資

料
が
あ
る
。
「
連
歌
俳
譜
研
究
稀
脚
邪
年
ビ

に
阿
部
正
美
氏
が
紹
介
さ
れ
、

弥
吉
菅

一
氏
も
天
理
旧
菊
木
本

（初
稿
）
よ
り
も
以
前
の
草
稿
的
な
も
の

と
す
る
見
解
に
賛
成
さ
れ
た
。
今
、
弥
吉
氏
の
前
註
引
用
論
文
に
引
か
れ

た
も
の
か
ら
再
転
載
す
る
。

「／
」
は
改
行
を
示
す
。

旅
　
立

野
晒
を
心
に
風
の
し
む
身
哉

秋
と
ヽ
せ
却
而
江
戸
を
指
故
郷

夜
深
に
宿
を
出
て
／
明
ん
と
せ
し
程
に
杜
牧
が
馬
鞍
の
吟
を
お
も
ふ

馬
上
落
ン
と
し
て
残
夢
残
月茶

の
姻

途
中
捨
子
を
憐

泣

猿
を

（晴
）
旅
人

捨
子
に
秋
の
風
い
か
に

伊
勢
山
田
西
行
谷

二
／
あ
そ
ふ
途
中
の（型
製

芋
洗
フ
女
西
行
な
ら
ば再

よ
ま
ん

（
２０
）

前
掲
岩
波
書
店

「芭
蕉
文
集
」
頭
註
。

（
２．
）

「月
遠
し
」
と
い
ふ
語
に
、
若
き
日
々
を
回
想
し
て
老
境
の
わ
が
身

を
思
ふ
と
い
ふ
余
情
が
あ
る
と
す
る
私
の
印
象
の
、
そ
の
理
由
は
西
行
の

「
ふ
け
に
け
る
我
が
身
の
影
を
思
ふ
間
に
は
る
か
に
月
の
傾
き
に
け
る

（

新
古
今

・
雑
上
ご

と
い
ふ
歌
が
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。

（大
阪
府
立
勝
山
高
校
教
諭
）


