
一
、『
岡
本
か
の
子
全
集
』
へ
の
作
品
収
録
状
況

こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
『
岡
本
か
の
子
全
集
』
は
、
未
完
結
の
も
の
も
含
め
て
以
下
の
三
種
類
を
数
え
る
。

１
、
実
業
之
日
本
社
が
一
九
四
七
年
か
ら
全
一
五
巻
の
予
定
で
刊
行
し
始
め
、
第
二
・
六
・
八
・
一
三
・
一
四
・
一
五
巻
を
未
刊
と
し
た
ま
ま
、
一
九
四
九
年
に
中

絶
し
た
も
の

２
、
冬
樹
社
が
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
八
年
に
刊
行
し
た
、
全
一
八
巻
の
も
の

３
、
筑
摩
書
房
が
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
四
年
に
〈
ち
く
ま
文
庫
〉
と
し
て
刊
行
し
た
、
全
一
二
巻
の
も
の

だ
が
、
こ
れ
ら
の
刊
行
後
も
か
の
子
の
作
品
は
五
月
雨
式
に
見
つ
か
り
続
け
、
そ
れ
ら
は
外
村
彰
氏
に
よ
る
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
〈
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
』（
お

う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）、
お
よ
び
『
撩
亂
の
牡
丹

か
の
子
未
刊
随
筆
集
』（
菁
柿
堂
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
等
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

作
家
の
個
人
全
集
刊
行
後
に
新
た
に
作
品
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
作
家
が
没
し
た
直
後
に
急
き
ょ
編
ま
れ
た
も
の
は
、〈
全
集
〉
と
銘
打
っ
て
い
て

も
当
然
な
が
ら
取
り
こ
ぼ
し
が
多
い
。
作
家
の
個
人
全
集
が
〈
全
集
〉
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
そ
の
作
家
の
仕
事
を
い、

ち、

お、

う、

網
羅
し
た
も
の
と
し
て
刊
行
さ
れ
る

に
は
、
そ
の
作
家
の
作
品
を
調
査
蒐
集
す
る
た
め
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
岩
波
書
店
は
芥
川
龍
之
介
が
没
し
た
一
九
二
七
年
に
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』

全
八
巻
（
一
九
二
七
年
～
一
九
二
九
年
）
を
刊
行
し
た
も
の
の
、
芥
川
没
後
一
〇
年
を
機
に
改
め
て
全
一
〇
巻
の
全
集
（
一
九
三
四
年
～
一
九
三
五
年
）
を
刊
行
し
た
。
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要
約こ

れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
『
岡
本
か
の
子
全
集
』
等
に
は
未
収
録
だ
っ
た
作
品
、「
現
代
へ
の
仏
教
」
を
新
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
。
仏
教
研
究
家
と
し
て
活
動
し
て

い
た
岡
本
か
の
子
と
仏
教
誌
と
の
関
係
を
調
査
す
る
過
程
で
見
い
だ
さ
れ
た
本
作
は
、
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
に
お
け
る
「
講
演
要
項
」
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
以
前
の
か
の
子
の
宗
教
と
芸
術
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
示
さ
れ
、
か
の
子
の
仏
教
の
師
で
あ
る
高
楠
順
次
郎
と
か
の
子

と
の
関
係
性
の
深
さ
も
垣
間
見
え
る
。
作
家
「
岡
本
か
の
子
」
に
対
す
る
従
来
の
評
価
を
再
考
す
る
た
め
の
一
材
料
と
し
て
、
こ
の
資
料
は
有
用
と
考
え
ら
れ
る
。
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現
在
、
こ
の
全
集
は
研
究
論
文
な
ど
で
「
普
及
版
全
集
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
一
〇
巻
本
全
集
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
芥
川
の
〈
全
集
〉
お
よ
び
作
品

集
等
に
採
録
さ
れ
る
作
品
本
文
が
、
お
お
む
ね
一
〇
巻
本
全
集
所
収
の
本
文
を
底
本
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
か
の
子
の
「
普
及
版
全
集
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
冬
樹
社
版
全
集
（
前
掲
２
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
冬
樹
社
版
全
集
が
刊
行
さ

れ
た
当
時
、
世
間
の
人
々
や
研
究
者
が
も
っ
ぱ
ら
目
を
向
け
て
い
た
の
は
、
作
家
「
岡
本
か
の
子
」
で
あ
っ
た
。「
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
作
品
を
発
表
し
は
じ
め
た
の

が
昭
和
十
一
年
で
、
な
く
な
っ
た
の
が
同
十
四
年1)
」
と
い
う
、
作
家
「
岡
本
か
の
子
」
の
活
動
期
間
は
足
か
け
四
年
（
実
際
は
二
年
八
か
月
）
に
過
ぎ
な
い
。
一
八
八

九
年
生
ま
れ
の
か
の
子
が
歌
人
・
仏
教
研
究
家
と
し
て
の
活
動
を
経
て
、
一
九
三
六
年
に
念
願
の
「
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
」
る
ま
で
の
簡
単
な
経
緯
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

富
裕
な
旧
家
の
長
女
で
あ
っ
た
か
の
子
は
、早
教
育
の
一
環
と
し
て
養
育
母
か
ら
歌
作
を
ひ
も
と
か
れ
た
。
そ
し
て
、一
九
〇
六
年
に
新
詩
社
同
人
と
な
り
、『
明
星
』

に
歌
を
掲
載
す
る
な
ど
し
た
。
ま
た
、
一
方
で
は
、
兄
で
あ
る
大
貫
雪
之
助
に
宛
て
た
書
簡
に
「
近
頃
私
は
地
方
の
雑
誌
な
ど
へ
時
々
小
説
の
安
原
稿
を
書
か
し
て
貰

つ
て
居
ま
す
、
其
内
に
会
心
の
も
の
が
出
来
た
ら
兄
さ
ん
の
御
目
に
か
け
ま
す2)
」（
一
九
一
二
年
九
月
二
六
日
付
）
と
も
記
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
小
説
の
創
作
も
試
み
て

い
た
。
そ
の
後
、
か
の
子
は
愛
情
の
も
つ
れ
に
端
を
発
す
る
精
神
的
か
つ
肉
体
的
苦
悩
に
苛
ま
れ
る
が
、
救
い
を
求
め
る
中
で
「
仏
教
と
出
会
い
、「
仏
教
文
学
」
を
志

向
す
る
こ
と
で
小
説
家
と
し
て
の
成
長
の
糸
口
・
指
針
を
見
出
し
た3)
」。
か
の
子
は
仏
教
研
究
家
と
し
て
活
動
し
つ
つ
、一
九
二
八
年
に「
散
華
抄
」全
二
五
六
回
を「
読

売
新
聞
」
宗
教
欄
に
連
載
し
た
。
こ
れ
が
試
金
石
と
な
り
、
か
の
子
は
「
仏
教
文
学
」
と
し
て
の
小
説
の
習
作
に
本
格
的
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
。
そ
の
後
、
約
四
年

間
の
海
外
生
活
で
か
の
子
は
さ
ら
に
見
聞
を
広
げ
、
一
九
三
六
年
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

作
家
「
岡
本
か
の
子
」
は
こ
う
し
た
段
階
を
経
て
よ
う
や
く
誕
生
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
は
作
家
「
岡
本
か
の
子
」
の
、
い
わ
ば
根
に
あ
た
る
作

家
以
前
の
部
分
に
は
あ
ま
り
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
作
家
以
前
の
か
の
子
に
作
品
発
表
の
場
を
主
に
与
え
た
の
は
、
文
芸
誌
以
外
の
媒
体
で
あ
っ

た
。
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
者
の
作
品
を
、
文
芸
誌
が
積
極
的
に
掲
載
す
る
は
ず
も
な
く
、
か
の
子
は
歌
人
・
仏
教
研
究
家
あ
る
い
は
有
名
漫
画
家
の
岡
本

一
平
夫
人
と
し
て
、
多
岐
に
わ
た
る
媒
体
に
作
品
を
発
表
し
た
。
そ
の
幅
広
さ
が
調
査
の
壁
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
作
家
以
前
の
か
の
子
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ

が
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
の
子
の
全
集
未
収
録
作
品
の
度
重
な
る
発
見
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
絡
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、「
現
代
へ
の
仏
教
」
に
つ
い
て

本
稿
で
紹
介
す
る
「
現
代
へ
の
仏
教
」
は
、『
仏
教
文
化
』
第
三
巻
第
七
号
（
一
九
二
九
年
六
月
）
八
頁
～
一
二
頁
に
掲
載
さ
れ
た
講
演
要
項
で
あ
る
。
前
掲
の
全
集

（
１
～
３
）
に
は
未
収
録
で
、
外
村
氏
の
書
籍
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
「
現
代
へ
の
仏
教
」
の
掲
載
誌
『
仏
教
文
化
』
は
、
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
の
機
関
誌
と
し
て
一
九
二
七
年
六
月
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
四

三
年
に
通
号
五
四
号
で
刊
行
は
途
絶
さ
れ
た
も
の
の
、
刊
行
元
を
財
団
法
人
信
道
会
館
と
し
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
復
刊
し
た
。
現
在
も
、
一
般
財
団
法
人
東
京
大

学
仏
教
青
年
会
が
継
承
誌
を
刊
行
し
て
い
る
。

以
下
が
「
現
代
へ
の
仏
教
」
の
本
文
で
あ
る
。
本
稿
の
他
の
部
分
は
す
べ
て
現
行
の
字
体
を
用
い
た
が
、
こ
の
資
料
本
文
の
旧
字
・
異
体
字
等
に
つ
い
て
は
、
資
料

紹
介
と
い
う
観
点
か
ら
、
可
能
な
限
り
そ
の
ま
ま
と
し
た
。（
現
行
の
A
T
O
K
な
ら
び
に
M
icrosoftIM
E
に
同
形
の
文
字
が
採
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
現
行
の
字

体
で
表
記
し
た
。）

な
お
、
本
資
料
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
所
蔵
館
で
あ
る
大
正
大
学
附
属
図
書
館
、
継
承
誌
の
刊
行
元
で
あ
る
東
京
大
学
仏
教
青
年
会
の
許
諾
を
得
て
い
る
。

( 2 )
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現
代
へ
の
佛
敎

岡
本
か
の
子

佛
敎
と
時
代
と
の
關
係
は
重
要
で
あ
る
。
時
代
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
佛
敎
は
無
い
。
日
本
の
佛
敎
史
だ
け
を
調
べ
て
見
て
も
、
藤
原
時
代
の
殿
堂
佛
法
。
鎌
倉
時

代
の
民
衆
化
。
足
利
時
代
の
趣
味
化
。
德
川
時
代
の
社
會
道
德
化
、
明
治
時
代
の
學
門
化
等
の
變
遷
が
あ
る
。

以
上
を
今
少
し
く
詳
し
く
云
ふ
と
、
藤
原
王
朝
時
代
は
宮
廷
を
中
心
に
生
活
し
て
居
る
階
級
の
人
々
の
間
に
行
は
る
べ
き
佛
敎
で
あ
つ
た
。
こ
の
階
級
の
人
々
は
精

神
的
要
求
が
可
成
り
強
い
も
の
が
あ
つ
た
け
れ
ど
美
的
生
活
に
慣
れ
、
よ
り
以
上
に
享
樂
感
覺
が
發
達
し
て
居
る
。
あ
ま
り
骨
ら
ず
に
趣
味
の
高
い
精
神
的
安
住
地
に

到
り
度
い
。
こ
れ
が
こ
の
時
代
の
人
々
の
望
み
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
適
應
す
る
に
は
美
の
具
體
的
形
式
を
通
し
て
信
仰
や
眞
理
を
與
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
其

處
に
殿
堂
佛
法
が
興
つ
た
。
美
し
い
佛
像
、
美
し
い
寺
院
、
美
し
い
儀
式
、
美
し
い
寫
經

。

鎌
倉
時
代
は
武
士
以
下
庶
民
階
級
が
人
生
問
題
に
關
心
し
て
來
た
時
代
で
あ
る
。
社
會
層
の
動
搖
、
兵
亂
の
惱
み

驚
愕
と
苦
痛
、
そ
れ
に
よ
つ
て
外
皮
を
剝
が

れ
た
彼
等
の
心
の
新
生
面
は
何
等
か
の
そ
れ
に
相
應
は
し
い
新
ら
し
い
人
生
的
指
導
精
神
が
欲
し
か
つ
た
。
忙
し
い
戰
亂
の
中
に
育
つ
た
彼
等
に
は
落
付
い
て
敎
養
を

う
け
て
居
る
暇
が
な
か
つ
た
。
そ
の
上
四
圍
の
急
變
に
は
迫
ら
れ
る
し
悠
長
な
信
仰
形
式
を
待
つ
て
は
居
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
簡
單
直
截
な
佛
法
が
布
か
れ
た
。
念
佛

や
題
目
だ
け
で
安
心
を
得
る
佛
法
、
一
句
の
問
答
で
人
生
の
歸
趨
を
解
決
す
る
禪
法

。

足
利
時
代
は
再
び
美
的
生
活
に
浸
つ
た
時
代
で
あ
る
。
藤
原
時
代
に
は
似
て
は
居
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
興
奮
刺
激
の
渡
の
一
休
み
で
あ
る
緊
張
の
ゆ
る
ん
だ
後
の
慰

安
で
あ
る
。
何
處
か
そ
こ
に
靜
寂
を
愛
し
無
爲
恬
淡
を
望
む
感
情
が
あ
る
。
藤
原
時
代
の
人
心
の
望
求
を
有
福
な
華
族
階
級
の
子
女
達
の
慾
求
と
す
れ
ば
こ
の
時
代
の

人
心
の
慾
求
は
辛
酸
を
嘗
め
盡
し
た
後
の
苦
勞
人
の
慾
求
で
あ
る
。
前
者
を
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
も
の
と
す
れ
ば
後
者
に
は
智
的
の
油
斷
無
さ
が
あ
る
。
禪
は
書
畫
、
文

學
、
舞
踊
等
の
藝
術
様
式
及
び
衣
食
住
等
普
通
人
の
生
活
様
式
の
器
に
盛
ら
れ
易
々
と
世
人
の
心
的
體
内
に
燕
下
さ
れ
た
。

德
川
幕
府
の
時
代
に
な
つ
て
は
鎖
國
封
建
制
度
の
束
縛
を
受
け
佛
敎
は
何
の
新
ら
し
き
創
出
も
な
か
つ
た
。
祖
述
と
演
繹
は
組
織
化
さ
れ
宗
義
の
研
究
は
微
に
入
り

細
に
入
つ
た
が
人
間
的
慾
求
か
ら
云
へ
ば
枝
葉
末
節
と
輕
視
さ
れ
て
も
仕
方
の
無
い
も
の
で
あ
つ
た
。
布
敎
の
方
面
も
新
ら
し
い
創
出
も
無
か
つ
た
が
支
配
者
幕
府
と

協
調
を
保
ち
一
つ
の
堅
い
範
疇
を
造
り
よ
く
そ
れ
を
社
會
に
行
き
亘
ら
せ
社
會
の
道
德
敎
育
情
感
敎
育
に
は
實
に
深
い
働
き
を
し
た
。

明
治
の
初
期
は
、
佛
敎
の
受
難
時
代
で
あ
つ
た
。
廢
佛
棄
釋
の
聲
稍
薄
ら
い
だ
頃
に
な
つ
て
も
佛
敎
は
な
ほ
逡
巡
の
態
度
で
居
さ
せ
ら
れ
た
、
先
頃
或
る
會
合
で
村

上
專
精
博
士
の
談
ら
れ
る
の
を
聽
い
た
が
、
帝
國
大
學
に
加
藤
弘
之
博
士
が
校
長
の
際
、
佛
敎
硏
究
を
大
學
内
へ
起
す
相
談
に
行
つ
た
處
、「
以
つ
て
の
外
」
と
い
ふ
こ

と
で
あ
つ
た
。
い
ろ
〳
〵
交
渉
の
末
そ
れ
で
は
印
度
晢
學
と
い
ふ
名
に
し
た
ら
ま
あ
よ
か
ら
う
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
と
い
ふ
。
こ
の
時
代
の
世
相
は
泰
西
文
明
の
謳

歌
、
從
つ
て
科
學
萬
能
主
義
、
日
本
は
西
洋
人
の
認
識
方
法
を
ま
つ
し
ぐ
ら
に
取
り
入
れ
る
に
忙
し
く
東
洋
古
來
の
寶
に
積
つ
た
塵
を
拂
ふ
に
暇
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。

從
つ
て
佛
敎
は
死
人
を
守
り
葬
儀
を
司
る
爲
の
務
め
ば
か
り
に
追
ひ
や
ら
れ
た
。

こ
の
困
難
を
經
て
も
明
治
後
半
の
佛
敎
の
擡
頭
は
目
覺
し
い
も
の
が
あ
つ
た
。
廢
れ
て
居
た
寺
院
は
再
建
さ
れ
敎
線
を
海
外
に
ま
で
張
つ
た
。
然
し
何
と
云
つ
て
も

實
質
的
に
云
へ
ば
明
治
時
代
の
佛
敎
は
學
問
の
驗
討
を
經
た
る
に
第
一
の
効
績
を
擧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
が
如
何
程
困
難
な
經
路
を
と
つ
て
成
就
さ
れ
た

か
に
就
い
て
は
今
日
六
十
四
年
の
誕
生
日
を
う
け
ら
る
る
高
楠
博
士
は
そ
の
衝
に
重
ら
れ
た
一
人
者
と
し
て
尊
い
經
驗
を
お
持
ち
に
な
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

始
め
時
代
の
寵
兒
で
あ
つ
た
科
學
は
佛
敎
に
多
分
の
反
感
と
侮
蔑
を
以
て
そ
の
冷
い
メ
ス
を
突
き
立
て
た
。
然
し
佛
敎
は
變
通
自
在
の
不
死
身
で
あ
る
。
科
學
が
來

れ
ば
科
學
に
想
應
し
き
一
面
を
現
す
。
信
仰
が
來
れ
ば
信
仰
に
相
應
し
き
一
面
を
現
は
す
。
對
者
に
應
じ
て
そ
れ
に
相
應
し
き
種
々
身
を
現
ず
る
の
み
か
、
そ
の
鬪
爭

( 2 ) ( 3 )
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の
過
程
に
於
て
遂
に
相
手
を
綜
合
統
一
し
て
仕
舞
ふ
の
が
佛
敎
の
偉
大
さ
で
あ
る
。

元
來
佛
敎
は
唯
心
主
義
で
も
無
い
、
唯
物
主
義
で
も
無
い
。
兩
者
未
分
の
究
極
體
が
宇
宙
内
外
に
絶
對
彌
滿
し
こ
れ
を
人
間
意
識
に
上
せ
て
精
神
上
に
於
け
ば
唯
心

と
な
り
物
質
上
に
於
け
ば
唯
物
と
な
る
。
對
時
説
法
種
々
、
た
だ
機
に
應
じ
て
そ
の
重
心
を
必
要
な
る
方
に
移
す
の
み
。
唯
心
傾
向
の
唯
識
論
と
、
唯
物
傾
向
の
倶
舍

論
と
一
佛
敎
中
に
肩
を
並
べ
て
暢
説
せ
る
を
見
れ
ば
思
半
に
過
ぎ
よ
う
。

で
、
佛
敎
は
科
學
の
差
し
向
け
た
冷
た
い
メ
ス
の
う
ち
に
も
あ
つ
た
。
否
、
む
し
ろ
そ
れ
を
揮
ふ
學
者
の
人
間
素
の
中
に
最
充
實
し
て
居
る
の
で
あ
つ
た
か
ら
學
者

は
佛
敎
を
解
剖
し
て
行
く
究
極
に
於
て
却
つ
て
自
己
の
核
心
に
そ
の
刄
先
を
突
き
當
て
る
と
い
ふ
結
果
を
來
し
た
事
は
寧
ろ
理
の
當
然
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
局
科

學
は
佛
敎
に
對
し
批
評
的
に
入
れ
た
メ
ヌ
を
返
し
て
却
つ
て
そ
の
メ
ス
を
佛
敎
開
拓
の
爲
に
揮
ふ
結
果
を
來
し
た
。

扨
以
上
の
樣
な
經
程
を
も
つ
て
、
學
問
尊
重
の
時
代
を
過
し
立
派
な
學
問
化
さ
れ
た
佛
敎
が
あ
る
の
に
、
何
故
あ
ま
り
普
邊
的
に
佛
敎
が
今
日
世
上
に
行
は
れ
ぬ
の

か
？
成
程
、
行
は
れ
て
居
る
に
は
居
る
。
そ
れ
は
佛
敎
硏
究
に
携
は
る
專
問
的
智
識
階
級
の
層
と
傳
統
的
習
慣
的
に
信
仰
が
流
れ
て
居
る
舊
佛
敎
勢
力
の
層
と
の
二
つ

の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
中
間
の
尨
洋
た
る
大
衆
は
佛
敎
を
好
き
も
嫌
ひ
も
無
關
心
で
あ
る
。
宗
敎
は
時
代
に
生
き
時
代
の
主
流
を
貫
い
て
こ
そ
そ
の
存
在
價
値
が
あ

る
。
そ
の
實
際
は
前
述
し
た
佛
敎
歴
史
の
通
り
で
あ
る
。

日
本
に
現
代
程
佛
敎
が
社
會
と
交
渉
を
失
つ
た
時
代
も
少
な
い
。
こ
れ
は
佛
敎
に
と
つ
て
の
侮
蔑
で
あ
る
一
大
恨
事
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る

わ
た
く
し
達
は
如
何
と
も
佛
敎
の
名
譽
の
爲
に
鬪
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

現
代
は
感
覺
の
發
達
し
た
時
代
で
あ
る
。
物
事
を
理
智
で
判
斷
す
る
前
に
感
覺
で
好
み
を
つ
け
て
仕
舞
ふ
。「
感
じ
が
い
ゝ
。」
と
か
「
感
じ
が
惡
い
。」
と
か
い
ふ
言

葉
は
始
め
は
畫
家
の
や
う
な
專
門
美
術
家
の
間
に
使
は
れ
た
術
語
で
あ
つ
た
も
の
が
、
今
日
で
は
通
常
人
の
間
の
慣
用
語
に
な
つ
て
居
る
。
一
般
人
が
感
覺
的
藝
術
家

氣
質
に
な
つ
て
居
る
證
據
で
あ
る
。
そ
の
感
覺
の
要
求
に
も
い
ろ
〳
〵
の
方
面
が
あ
る
。
一
方
で
は
明
る
い
輕
快
な
そ
の
場
限
り
の
刺
戟
を
要
求
し
て
居
る
、
一
方
で

は
尖
つ
て
鋭
い
新
ら
し
い
深
酷
味
を
欲
し
て
居
る
。
前
者
は
ア
メ
リ
カ
式
の
刺
戟
で
あ
る
し
後
者
は
獨
逸
式
の
刺
戟
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
中
間
に
味
が
濃
や
う
で
技
巧

の
纎
細
な
佛
蘭
西
式
な
刺
戟
も
あ
る
ま
た
棕
梠
夕
ワ
シ
の
や
う
に
夕
ツ
チ
の
荒
い
勇
敢
な
ロ
シ
ア
趣
味
も
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
何
れ
も
が
現
代
日
本
人
の
感
覺
の
要
求

で
あ
る
。

文
學
は
可
成
り
時
代
を
感
ず
る
に
敏
感
な
も
の
で
あ
る
が
現
代
の
文
學
の
新
傾
向
を
觀
察
し
て
見
て
も
思
想
や
内
容
よ
り
む
し
ろ
表
現
法
の
新
ら
し
さ
の
研
究
で
あ

る
。
表
現
の
感
觸
面
の
性
質
や
能
力
の
研
究
で
あ
る
。
更
に
一
歩
進
ん
で
急
進
的
な
一
派
は
形
式
論
と
い
ふ
も
の
さ
へ
唱
へ
出
し
て
來
て
居
る
。
例
へ
ば
笑
ひ
と
い
ふ

も
の
の
如
き
は
笑
ひ
の
形
が
先
に
在
る
の
で
あ
つ
て
笑
ひ
の
内
容
は
形
の
屬
性
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
唯
物
論
的
な
物
の
見
方
と
人
間
感
覺
と
の
交
渉
の
上
に
新
藝
術

を
立
て
や
う
と
さ
へ
し
て
居
る
。

現
代
は
官
能
の
開
放
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
價
値
を
感
情
や
感
覺
の
上
に
置
く
時
代
で
あ
る
。
思
想
や
内
容
や
理
智
の
判
斷
よ
り
先
き
に
先
づ
好
み
と

か
感
じ
と
か
の
如
何
で
も
の
の
價
値
の
定
め
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
の
善
惡
を
茲
に
論
ず
る
暇
は
無
い
。
た
だ
現
代
は
斯
の
如
き
も
の
と
觀
察
し
て
其
處
に
佛
敎
を

適
應
せ
し
め
る
方
便
は
わ
た
く
し
は
何
と
云
つ
て
も
現
代
人
の
好
み
を
捉
へ
る
藝
術
に
據
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

マ
ル
ク
ス
思
想
の
如
き
も
始
め
そ
れ
を
思
想
と
し
て
理
智
に
訴
へ
確
實
に
認
識
理
解
す
る
も
の
靑
年
士
女
の
う
ち
に
果
し
て
幾
人
あ
つ
た
か
を
疑
は
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
が
現
代
靑
年
士
女
の
感
覺
に
新
規
な
も
の
と
し
て
觸
れ
そ
こ
に
好
み
を
生
じ
一
種
の
流
行
と
な
つ
て
始
め
て
現
代
へ
異
常
に
撒
布
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
ボ
ー

イ
、
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
ガ
ー
ル
。
そ
し
て
こ
の
好
み
を
惹
起
し
た
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
の
文
學
が
思
想
を
情
緖
化
し
感
覺
化
し
た
魅
力
に
よ
る
。

佛
敎
を
先
づ
現
代
人
に
好
も
し
き
も
の
に
仕
度
い
感
じ
の
好
い
も
の
に
仕
度
い
、
こ
れ
こ
そ
わ
た
く
し
達
藝
術
家
の
急
務
で
あ
ら
ふ
と
わ
た
く
し
は
思
ふ
。

( 4 )
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根
底
を
飽
迄
佛
敎
學
者
專
問
諸
先
生
方
に
護
つ
て
頂
く
一
方
藝
術
は
安
心
し
て
こ
の
宇
宙
間
の
至
寶
た
る
佛
敎
思
想
を
情
緖
化
し
感
覺
化
し
現
代
の
民
衆
に
快
く
服

さ
せ
る
調
美
濟
と
仕
度
い
。

佛
敎
の
藝
術
化
は
現
代
へ
の
急
務
で
あ
る
。
藝
術
に
依
つ
て
現
代
に
佛
敎
を
普
及
す
る
大
乘
的
行
者
の
同
志
が
欲
し
い
。

（
高
楠
博
士
誕
生
日
講
演
要
項
昭
和
四
年
五
月
十
九
日
）

※
句
点
（
。）
の
欠
落
と
思
わ
れ
る
箇
所
や
用
字
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
箇
所
、
異
な
る
字
体
の
文
字
（
硏
・
研
）
等
が
散
見
す
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

三
、
新
資
料
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
問
題

新
資
料
「
現
代
へ
の
仏
教
」
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
「
高
楠
博
士
誕
生
日
講
演
要
項
昭
和
四
年
五
月
十
九
日
」
の
「
高
楠
博
士
誕
生
日
講
演
」
に
つ
い
て
の
記
録
は
、

東
京
大
学
仏
教
青
年
会
編
『
東
京
大
学
仏
教
青
年
会
九
十
周
年
記
念
誌
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）
所
収
の
「
講
演
会
一
覧
」（「
把
握
で
き
て
い
る
範
囲4)
」）

に
見
あ
た
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
高
楠
順
次
郎
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
全
一
〇
〇
巻
（
東
京
大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
年
～
一
九
三
四
年
）
な
ど
の
編
纂
の
中
心
と
な
っ
た
仏

教
学
者
で
、「
か
の
子
の
「
大
蔵
経
」
講
読
を
指
導
し
た5)
」、
か
の
子
の
仏
教
の
師
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
誕
生
日
は
旧
暦
で
慶
応
二
年
五
月
一
七
日
（
新
暦
で
一
八

六
六
年
六
月
二
九
日
）
で
あ
る
。

「
講
演
」
の
記
録
が
見
つ
か
ら
な
い
以
上
、
こ
の
講
演
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
不
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
資
料
本
文
の
「
今
日

六
十
四
年
の
誕
生
日
を
う
け
ら
る
る
高
楠
博
士
」
と
い
う
文
言
お
よ
び
末
尾
の
「
昭
和
四
年
五
月
十
九
日
」
と
い
う
日
付
か
ら
、
こ
の
「
講
演
」
が
数
え
年
「
六
十
四
」

の
高
楠
の
誕
生
日
（
旧
暦
の
日
付
）
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
、
そ
の
「
要
項
」
が
誕
生
日
の
二
日
後
に
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
資
料
を
掲
載
し
た
『
仏
教
文
化
』
当
該
号
巻
末
の
「
編
輯
後
記
」
に
は
「
本
号
は
全
く
愴
惶
の
中
に
出
す
こ
と
に
な
つ
た
の
で
お
叱
り
の
点
も
多
い
と

思
ふ
加
藤
先
生
宇
野
先
生
の
は
本
会
に
於
け
る
御
講
演
の
筆
記
、
岡
本
女
史
の
は
御
多
用
中
特
に
自
ら
お
書
き
下
す
つ
た
も
の
で
、
共
に
深
く
御
好
意
を
感
謝
し
た
い
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
、「
現
代
へ
の
仏
教
」
は
第
三
者
の
「
筆
記
」
な
ど
で
な
く
、
か
の
子
自
身
の
著
作
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、「
加
藤

先
生
」
と
は
中
央
教
化
団
体
連
合
会
を
結
成
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
仏
教
布
教
家
の
加
藤
咄
堂
、「
宇
野
先
生
」
と
は
宗
教
民
族
学
研
究
で
著
名
な
宗
教
学
者
の
宇
野
圓

空
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
仏
教
研
究
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
女、

性、

が
、
こ
う
し
た
人
物
と
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
自
体
、
か
の
子
の
当
時
の
立
ち
位
置
を
物

語
っ
て
い
る
。

こ
の
「
現
代
へ
の
仏
教
」
の
存
在
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
岡
本
か
の
子
と
「
遍
路
」

「
円
融
無
碍
の
諦
め
」（
高
野
山
大
学
図
書
館
蔵
『
遍
路
』
所
収
）
を
め
ぐ
っ

て

」（『
高
野
山
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
一
六
頁
～
一
七
頁
に
お
い
て
す
で
に
言
及
し
た
が
、『
遍
路
』
第
五
巻
第
四
号
（
一
九
三
五
年

四
月
）
掲
載
の
「
円
融
無
碍
の
諦
め
」
同
様
に
、「
現
代
へ
の
仏
教
」
の
発
表
時
期
も
、
一
九
二
八
年
の
「
散
華
抄
」
連
載
か
ら
一
九
三
六
年
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
ま
で
の

期
間
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
、
か
の
子
は
小
説
の
習
作
に
取
り
組
み
つ
つ
も
、
自
身
の
救
い
と
な
っ
た
仏
教
を
広
め
る
べ
く
、
仏
教
研
究
家
と
し
て
旺
盛
な
執
筆

活
動
を
行
っ
て
い
た
。
現
に
、
こ
の
期
間
に
刊
行
さ
れ
た
『
仏
教
文
化
』
か
ら
も
か
の
子
の
作
品
は
複
数
見
い
だ
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
全
集
等
に
収
録
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
の
取
り
組
み
も
合
わ
せ
て
『
仏
教
文
化
』
と
か
の
子
と
の
関
係
を
さ
ら
に
探
れ
ば
、
当
時
の
か
の
子
が
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
仏
教
観
あ
る
い
は

( 4 ) ( 5 )

野田 直恵



自
己
像
を
示
そ
う
と
し
、
そ
れ
を
当
時
の
仏
教
界
や
エ
リ
ー
ト
青
年
ら
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
評
価
と
作
家
「
岡
本
か
の
子
」
に
対
す
る
従
来
の

評
価
と
の
乖
離
も
見
え
て
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
は
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
ま
た
、
今
後
も
こ
の
期
間
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
等

か
ら
、
こ
と
に
仏
教
と
関
わ
り
の
あ
る
刊
行
物
か
ら
、
全
集
等
に
未
収
録
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
か
の
子
の
作
品
は
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
引
き
続
き
、

こ
の
期
間
の
雑
誌
等
の
調
査
も
進
め
た
い
。

〈
引
用
文
献
〉

1)

福
田
清
人
／
平
野
睦
子
『
岡
本
か
の
子
』
人
と
作
品
27
CenturyBooks（
清
水
書
院
、
一
九
六
六
年
五
月
）
一
一
〇
頁
。
か
の
子
は
「
鶴
は
病
み
き
」（『
文
学
界
』

一
九
三
六
年
六
月
）
で
世
間
的
に
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
旺
盛
に
作
品
を
発
表
し
続
け
た
が
、
一
九
三
九
年
二
月
に
没
し
た
。

2)

「
書
簡
」（『
岡
本
か
の
子
全
集

第
一
五
巻
』
冬
樹
社
、
一
九
七
七
・
九
）
九
三
頁
。
岡
本
か
の
子
の
旧
姓
は
大
貫
、
大
貫
雪
之
助
の
筆
名
は
大
貫
晶
川
。
か
の

子
が
「
地
方
の
雑
誌
な
ど
へ
」「
書
か
し
て
貰
つ
て
居
」
た
と
い
う
「
小
説
」
に
つ
い
て
は
現
在
も
不
詳
。

3)

拙
稿
「
岡
本
か
の
子
『
散
華
抄
』
論

小
説
家
と
し
て
の
出
発
点
」（『
国
語
国
文
』
第
八
一
巻
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
四
月
）
三
四
頁
。

4)

東
京
大
学
仏
教
青
年
会
編
『
東
京
大
学
仏
教
青
年
会
九
十
周
年
記
念
誌
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）
一
二
二
頁
。

5)

外
村
彰
『
岡
本
か
の
子
の
小
説
〈
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形
象
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）
五
九
頁
。

( 6 )

〈新資料〉岡本かの子「現代への仏教」


