
《
資
料
紹
介
》

蕪
村
「
お
ち
こ
ち
」
句
寸
釈

-
　
架
蔵
『
短
冊
帳
』
自
筆

短
冊
の
本
文
か
ら
　
-

あ
き
ら

山

　

岡

　

　

　

照

昭
和
五
七
年
秋
へ
　
広
島
市
の
古
書
展
で
l
冊
の
短
冊
帳
を
入
手
し

た
。
表
紙
寸
法
は
縦
三
九
・
五
c
m
横
一
八
・
〇
c
m
、
折
本
仕
立
て
。

題
寄
そ
の
他
、
書
名
を
示
す
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
各
面
二
葉
、

計
百
薬
(
表
五
〇
、
裏
五
〇
)
　
の
短
冊
を
収
め
る
O
各
短
冊
は
料
紙
、

紙
型
、
筆
跡
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
句
と
俳
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

蕪
村
・
月
居
・
l
具
・
松
嶋
十
湖
な
ど
、
江
戸
中
期
か
ら
近
代
に
い

た
る
俳
人
の
句
を
収
め
、
筆
跡
の
確
認
で
き
る
諸
資
料
を
関
す
る
か

ぎ
り
、
お
お
よ
そ
自
筆
短
冊
と
認
め
て
よ
い
か
と
判
断
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
他
資
料
と
は
異
な
る
本
文
を
記
す
数
葉
の
内
か
ら
、
国
語
教

室
に
も
な
じ
み
の
蕪
村
の
短
冊
を
取
り
上
げ
へ
紹
介
か
た
が
た
寸
駅

を
試
み
た
い
。

ト

.

4

-

-

-

　

'

　

.

.

.

,

.

'

蝣

-

'

架
蔵
短
冊
帳
の
衷
第
一
五
面
の
第
二
葉
(
縦
三
六
・
五
c
m
横
五
・
五

C
)
　
で
あ
る
。
本
帳
を
入
手
し
た
年
の
秋
、
広
島
御
滞
在
中
の
町
陵

康
隆
先
生
に
見
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
へ
　
署
名
書
風
、
字
体
等
か
ら

判
断
し
て
自
筆
で
あ
ろ
う
と
の
御
鑑
定
を
頂
戴
し
た
。

一
句
、
「
お
ち
こ
ち
を
お
ち
こ
ち
と
打
き
ぬ
た
か
な
」
と
あ
る
。
こ

の
句
の
本
文
は
、
自
筆
句
帳
そ
の
他
に
「
遠
近
お
ち
こ
ち
と
打
き
ぬ

た
哉
」
、
落
日
庵
句
集
そ
の
他
に
「
お
ち
こ
ち
　
-
　
と
う
つ
衣
か

な
」
と
あ
り
、
下
五
の
「
き
ぬ
た
」
「
こ
ろ
も
」
の
異
同
が
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
い
う
と
お
り
へ
　
「
き
ぬ
た
」
が

よ
か
ろ
う
が
、
こ
の
短
冊
帳
は
'
あ
ら
た
に
上
五
に
つ
い
て
、
「
お
ち

こ
ち
を
」
と
格
助
詞
「
を
」
　
の
あ
る
異
文
の
存
在
を
教
え
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
蕪
村
自
筆
の
短
冊
本
文
と
し
て
で
あ
る
。

大
系
頭
注
は
'
上
五
「
遠
近
」
　
(
自
筆
句
帳
は
「
お
ち
こ
ち
」
を
ミ

セ
ケ
チ
に
し
て
傍
吾
)
　
に
「
距
離
と
同
時
に
遠
-
近
-
聞
こ
え
る
砧

の
音
の
響
き
を
あ
ら
わ
す
」
と
記
す
。
と
す
れ
ば
'
「
遠
近
お
ち
こ
ち

と
」
は
、
上
五
か
ら
さ
ら
に
砧
の
音
の
響
き
を
取
り
立
て
て
強
調
し

「
打
き
ぬ
た
か
な
」
　
に
続
け
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

上
五
に
格
助
詞
を
加
え
て
「
お
ち
こ
ち
を
」
と
す
る
の
が
'
わ
が
短

冊
帳
の
本
文
。
句
柄
は
ど
う
変
化
す
る
だ
ろ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
こ
の
句
の
材
「
砧
」
は
晩
秋
の
風
物
。
「
風
寒
み

我
が
唐
衣
打
つ
時
ぞ
萩
の
下
葉
も
色
ま
き
り
け
る
」
　
(
拾
遺
集
・
巻

三
・
秋
二
八
七
・
延
喜
御
時
の
御
厨
風
に
・
即
之
)
　
な
ど
の
和
歌

に
も
詠
ま
れ
、
後
拾
遺
集
以
後
は
勅
撰
集
秋
部
の
主
題
の
一
つ
と
し

て
定
着
す
る
。
冬
支
度
す
る
晩
秋
の
季
節
感
を
表
す
歌
語
だ
が
、
中

国
漢
詩
文
の
世
界
で
'
「
誰
家
思
締
秋
持
約
、
月
苦
風
凄
砧
杵
悲
、
八

レ

月
九
月
正
長
夜
へ
千
声
万
声
無
了
時
-
」
(
唱
居
易
「
間
夜
砧
」
へ
和

二

　

丁

　

　

　

　

　

　

二

　

l

漢
朗
詠
集
・
秋
・
持
衣
)
　
の
よ
う
に
、
北
辺
に
あ
る
夫
を
思
い
遣
り
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つ
つ
夫
に
送
る
衣
を
砧
で
打
つ
女
性
の
姿
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
'

<
待
つ
女
∨
の
主
題
と
結
び
つ
い
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

た
が
た
め
に
い
か
に
打
て
ば
か
唐
衣
千
度
八
千
度
声
の
う
ら
む

る
　
(
千
載
集
・
巻
五
・
秋
下
・
三
四
〇
・
持
衣
・
藤
原
基
俊
)

砧
、
ま
た
衣
を
持
つ
と
い
っ
た
語
や
表
現
に
ま
と
う
'
こ
う
し
た
恋

の
風
情
は
、
俳
詔
の
世
界
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

湛
打
ち
て
我
に
開
か
せ
よ
や
坊
が
妻
　
(
芭
蕉
・
甲
子
吟
行
)

旅
の
さ
び
し
い
夜
、
僧
坊
の
女
に
砧
の
音
を
乞
う
て
憂
愁
の
気
分
を

さ
ら
に
募
ら
せ
よ
う
と
す
る
芭
蕉
。
砧
の
音
を
風
情
の
道
具
と
し
て

奉
仕
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
'
風
狂
の
境
位
や
俳
詔
味
を
読
み

取
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
が
へ
こ
と
は
ど
さ
よ
う
に
'
砧
は
<
待
つ
女
∨

の
情
栄
と
結
ん
で
文
芸
世
界
に
根
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
o
　
そ
れ
に

は
も
ち
ろ
ん
謡
曲
「
砧
」
影
響
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
句
材
「
砧
」
　
の
周
辺
を
復
習
し
た
後
へ
　
1
句

の
寸
釈
に
す
す
む
前
に
へ
　
も
う
一
本
補
助
線
を
引
い
て
お
こ
う
。

千
た
び
う
つ
砧
の
音
に
夢
さ
め
て
物
思
う
袖
の
露
ぞ
く
だ
く
る

(
新
古
今
集
・
巻
五
・
秋
下
・
四
八
四
・
持
衣
の
心
を
・
式
子
内
親
王
)

こ
こ
に
明
確
な
の
は
砧
の
音
を
聞
-
詠
者
の
姿
で
あ
る
。
オ
チ
コ
チ
オ

チ
コ
チ
と
磐
-
音
が
開
-
者
の
「
物
思
ふ
」
心
を
打
っ
て
、
袖
の
浜
が
-

だ
け
る
と
い
う
。
こ
の
一
首
に
限
ら
ず
、
「
持
衣
」
の
歌
に
は
'
砧
の
音

に
持
つ
女
の
心
情
を
思
い
や
る
も
の
の
ほ
か
へ
そ
の
昔
が
詠
者
の
「
物
思

ふ
」
心
に
響
い
て
t
　
と
の
詠
も
多
い
。

唐
衣
長
き
夜
す
が
ら
打
つ
声
に
わ
れ
さ
へ
寝
で
も
明
か
し
っ
る
か

な
　
(
後
拾
遺
集
・
巻
五
・
秋
下
・
持
衣
・
中
納
言
資
綱
)

砧
は
こ
う
し
て
'
衣
を
持
つ
情
景
を
描
き
出
し
、
持
つ
者
の
心
と
問
-
者

の
心
を
表
現
す
る
素
材
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
ち
こ
ち
　
　
お
ち
こ
ち
と
う
つ
　
き
ぬ
た
か
な

お
ち
こ
ち
を
　
お
ち
こ
ち
と
う
つ
　
き
ぬ
た
か
な

こ
の
補
助
線
を
引
い
て
'
一
句
を
較
べ
読
む
と
、
前
者
が
「
遠
-
近
-
聞

こ
え
る
砧
の
音
の
響
き
を
あ
ら
わ
す
」
の
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
'
後
者

が
'
「
遠
-
近
-
聞
こ
え
る
砧
の
音
の
響
き
」
と
と
も
に
、
そ
の
昔
が
遠

-
近
-
砧
の
音
を
間
-
者
の
「
物
思
ふ
」
心
を
打
つ
さ
ま
を
も
詠
み
出
し

た
も
の
と
な
る
の
が
わ
か
る
。
開
-
者
の
一
人
に
は
、
も
ち
ろ
ん
蕪
村
も

含
ま
れ
て
い
よ
う
。

う
き
我
に
砧
う
て
今
は
又
止
み
ね
　
(
句
稿
併
風
)

憂
い
の
な
か
に
あ
る
蕪
村
は
「
砧
う
て
」
と
呼
び
か
け
、
し
か
し
ま
も
な

-
「
今
は
又
止
み
ね
」
と
命
ず
る
。
そ
の
間
の
心
の
変
転
の
中
身
は
い
ま

間
わ
な
い
が
へ
蕪
村
が
砧
の
音
に
「
物
思
ふ
」
心
を
打
た
れ
た
人
で
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

以
上
へ
オ
チ
コ
チ
の
音
感
に
重
き
を
お
い
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
一

句
が
、
「
を
」
の
出
現
で
ど
う
か
わ
る
の
か
を
考
え
た
。
「
お
ち
こ
ち

-
」
「
お
ち
こ
ち
を
-
」
へ
　
ど
ち
ら
が
蕪
村
の
句
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の

か
へ
そ
れ
は
そ
の
道
の
識
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
よ
う
O
 
l
句
は
俳
諮
新
選

の
「
雑
部
檀
林
体
」
に
収
め
ら
れ
る
。
談
林
風
と
し
て
は
前
者
句
体
が
よ

ろ
し
か
ろ
う
が
、
自
筆
短
冊
に
見
る
上
五
の
異
文
は
、
蕪
村
に
ま
た
別
の

句
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。

架
蔵
短
冊
帳
に
は
本
文
上
問
題
に
な
る
句
が
い
ま
少
し
あ
る
。
ま
た

機
会
を
見
つ
け
て
紹
介
し
た
い
O
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