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巻

頭
曇
『

長
，
囎
子

と

芭
蕉

ド
市
　
村

正

二

　
　
水
戸
の
彰
考
古
に
は
木
下
長
寛
子
の
歌
文
集
「
挙
白
黒
し
が
あ
る
。
写
本
で
あ
る
が
、
刊
本
と
は
内
容

が
少
々
異
な
っ
て
い
る
の
で
貴
重
な
文
献
と
な
っ
て
い
る
。

　
、
芭
蕉
め
作
品
を
読
む
と
長
子
或
は
長
囎
隠
士
と
い
う
名
が
で
て
く
る
の
で
、
白
い
辛
夷
の
咲
き
乱
れ
る

春
の
一
日
、
閑
寂
な
三
州
邸
内
の
愚
考
館
で
長
黒
子
の
「
挙
白
集
」
を
塞
い
て
み
た
。

元
禄
四
年
の
芭
蕉
…
の
嵯
峨
B
記
に

　
　
長
囎
隠
士
の
日
「
客
は
半
貝
の
閑
を
得
れ
ば
、
あ
る
じ
は
半
B
の
閑
を
う
し
な
ふ
」
と
。
素
堂
此
言

　
　
葉
を
常
に
あ
は
れ
ぶ
◎
予
も
又
、

　
　
　
　
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り

　
　
　
と
は
、
あ
る
寺
に
独
居
て
云
し
句
な
り
◎

と
い
う
文
が
あ
る
が
、
　
「
挙
白
集
」
に
「
や
が
て
愛
を
半
日
と
す
。
客
は
そ
の
し
っ
か
な
る
ご
と
を
得
れ

ば
、
我
は
そ
の
し
っ
か
な
る
を
失
ふ
に
似
た
れ
ど
、
澄
も
ふ
ど
ち
の
か
た
ら
ひ
は
い
か
で
む
な
し
か
ら
ん
」

と
，
ち
み
の
で
》
．
ζ
れ
に
よ
．
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
漏
聞
違
い
な
熔
汐
…
芭
蕉
庵
長
囎
逐
語
伺
様
、
三
美
的
な
閑

寂
の
境
地
を
執
拗
に
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

』
∵
錘
酸
‘
癒
い
其
角
編
の
俳
譜
藥
「
い
つ
を
昔
し
に
絃
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鉢
た
た
き
聞
に
と
て
、
翁
の
や
ど
り
申
さ
れ
し
に
、
・
は
ち
た
た
き
ま
い
ら
ざ
り
け
れ
ば

　
　
　
箒
こ
せ
ま
ね
て
屯
み
せ
ん
鉢
叩
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
去
　
’
来

　
　
咀
、
け
て
ま
い
り
た
れ
ば

　
　
　
長
言
の
導
電
め
ぐ
る
か
は
ち
敲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
翁
．

と
い
う
句
文
が
あ
る
σ
こ
の
芭
蕉
の
句
は
本
朝
文
選
に
あ
る
去
来
の
鉢
叩
辞
に
よ
る
と
、
元
禄
二
年
十
二

月
食
事
五
浸
の
早
晩
、
京
の
去
来
宅
で
鉢
た
た
ざ
を
聞
い
た
時
に
詠
ん
だ
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
澄
そ
ら
く
そ
の
時
、
芭
蕉
は
「
挙
白
集
」
の
叩
鉢
記
と
い
う
文
、
，
特
に
そ
の
末
尾
の
「
鉢
た

た
き
あ
か
つ
き
が
た
の
一
声
は
冬
の
夜
さ
へ
も
な
ぐ
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い
う
で
酋
を
念
頭
に
澄
い
て
詠
ん

だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
霜
夜
の
明
け
方
の
鉢
た
た
き
を
愛
し
た
長
嚇
子
を
偲
び
な
が
ら
、
芭
蕉
も
冬
の
早
暁

そ
の
声
々
に
沁
々
耳
を
傾
け
た
・
も
の
で
あ
ろ
う
か
◎

　
更
に
瀕
…
っ
て
貞
享
四
年
の
芭
蕉
の
鹿
島
詣
を
み
る
と
、

　
　
臼
既
に
暮
か
か
る
ほ
ど
に
、
利
根
川
の
ほ
と
り
、
ふ
さ
と
い
ふ
所
に
つ
ぐ
。
豊
川
に
て
鮭
の
網
代
と

　
　
い
ふ
も
の
を
た
ぐ
み
て
、
武
江
の
市
に
ひ
さ
ぐ
も
の
有
◎
よ
ひ
の
ほ
ど
、
其
漁
家
に
入
て
や
す
ら
ふ
。

　
　
よ
る
の
や
ど
な
ま
ぐ
さ
し
◎
月
く
黛
な
く
は
れ
け
る
ま
ま
に
、
夜
舟
さ
し
く
だ
し
て
か
し
寮
に
い
た
「

　
　
る
。

と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
の
文
中
の
「
よ
る
の
や
ど
な
ま
ぐ
さ
し
」
は
一
説
に
は
東
関
紀
行
の
文
を
ふ
廉
え

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
挙
白
集
」
h
に
あ
る
「
よ
る
の
や
ど
な
き
ぐ
さ
し
と
は
む

べ
も
い
ひ
け
り
」
の
ど
ご
ろ
を
ふ
ま
え
た
文
で
あ
る
と
み
る
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
常
陸
鹿
島
の
月
見

に
と
嬉
々
出
か
け
・
た
芭
蕉
は
、
白
煙
文
集
を
愛
諦
し
た
長
落
子
の
風
流
心
を
下
総
国
布
佐
の
漁
家
に
来
て

ふ
と
思
い
浮
べ
た
の
塩
で
あ
ろ
う
か
。
、
・

　
こ
の
よ
う
に
み
て
ぐ
る
と
、
貞
亨
四
年
頃
か
ら
元
禄
四
年
頃
の
芭
蕉
は
長
癩
子
に
か
な
り
傾
倒
し
て
翁

つ
た
こ
と
が
わ
か
る
◎

　
長
単
子
は
人
も
知
る
豊
臣
秀
吉
の
外
甥
、
前
、
若
狭
国
界
．
浜
六
万
石
の
城
主
、
左
近
衛
権
少
将
木
下
勝
㌧
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俊
で
あ
っ
て
、
関
ケ
原
の
豊
後
は
封
地
を
没
収
さ
れ
、
京
東
山
高
台
寺
に
剃
髪
し
て
隠
棲
、
長
笥
子
と
号

　
し
て
和
歌
を
た
の
し
ん
で
い
た
隠
士
で
あ
る
Q
の
ち
大
原
小
塩
山
の
山
荘
に
移
っ
て
慶
安
三
年
八
十
一
才

　
で
没
し
た
。
判
官
贔
負
と
い
う
言
葉
も
あ
り
馬
芭
蕉
屯
義
経
の
よ
う
左
不
運
の
武
将
に
は
極
め
｛
同
情
的

　
で
あ
っ
た
が
、
長
素
子
の
場
合
は
嵯
峨
日
記
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
隠
士
と
称
せ
ら
れ
る
長

義
子
の
文
学
に
対
す
る
み
方
に
惹
か
れ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
・
奥
の
細
道
で
も
芭
蕉
は
福
井
の
門
全
等
裁

を
隠
士
と
呼
ん
で
愛
し
て
い
る
。

　
芭
蕉
も
若
い
頃
は
貞
門
の
俳
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
貞
門
の
人
た
ち
は
、
こ
の
長
黒
子
の
文
学
観
を
非

難
し
て
憎
憎
挙
臼
・
集
L
を
上
梓
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ぎ
た
伝
統
的
な

歌
の
学
問
や
歌
の
作
法
な
ど
を
長
囎
子
が
全
く
無
視
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
立

的
立
場
に
た
つ
「
挙
白
心
墨
」
で
は
長
流
子
を
「
長
囎
は
世
を
い
と
ふ
隠
士
に
て
、
梅
の
花
を
か
ぎ
て
は

う
れ
ひ
、
き
く
を
と
り
て
は
ゆ
う
ぜ
ん
た
る
入
に
で
、
澄
も
ひ
あ
ま
り
ぬ
る
と
き
ど
ぎ
、
式
に
も
よ
ら
ず

古
実
に
も
か
か
は
ら
ず
よ
め
る
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
「
挙
白
心
迷
」
に
は
彼
の
語
っ
た
言
葉
と
し
て

　
「
我
は
う
た
の
み
ち
は
し
ら
ず
、
た
だ
こ
こ
ろ
に
野
卑
ふ
こ
と
を
く
ち
に
い
ひ
な
ぐ
さ
む
ば
か
り
な
れ
ば
、

か
き
と
ど
む
る
こ
と
も
な
く
、
よ
し
あ
し
き
を
え
ら
び
耕
馬
ふ
こ
と
も
な
し
」
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て

・
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
長
囎
子
の
文
学
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
う
か
が
え
る
と
思
う
。

　
考
え
て
み
る
と
、
貞
享
四
年
か
ら
元
・
録
四
年
頃
の
芭
蕉
は
、
笈
の
小
文
の
旅
や
奥
の
細
道
の
旅
を
し
た

り
、
寂
の
美
を
追
求
し
た
猿
蓑
の
よ
う
ゑ
俳
譜
集
編
纂
の
指
導
を
し
た
り
し
て
い
た
が
、
一
方
こ
の
よ
う

に
文
学
と
は
美
そ
の
も
の
を
求
め
る
無
用
の
戯
れ
或
は
遊
び
で
あ
る
と
み
る
歌
入
の
文
学
観
に
深
く
傾
倒

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
時
代
の
芭
蕉
の
作
品
に
は
、
例
え
ば
紀
行
随
筆
文
学
で
は
前

記
の
二
つ
の
紀
行
文
や
更
科
紀
行
、
幻
住
庵
記
、
嵯
峨
日
記
、
連
句
文
学
で
は
猿
蓑
の
ほ
か
に
駿
野
や
ひ

さ
ご
、
発
句
文
学
で
は
奥
の
細
道
に
あ
る
名
吟
を
は
じ
め
と
し
て
四
七
〇
句
ほ
ど
の
発
句
が
あ
る
が
、
こ
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れ
ら
の
芭
．
蕉
文
学
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
文
学
が
美
そ
れ
自
体
を
求
め
る
無
用
の
戯
れ
や
慰
み
で
あ

る
と
み
る
芭
蕉
の
目
が
、
こ
れ
ら
作
品
群
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
の
で
な
い
か
と
、
，
、
一
．
応
考
慮
し
な
が
む

読
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
み
。
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