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仏
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│
│
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
の
考
察
│
│

平

木

馨

一
、
は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
上
げ
る
風
羅
念
仏
と
は
、
広
瀬
惟
然
（
以
下
、
惟
然
）
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
、
芭
蕉
発
句
を
組
み
合
わ
せ
、
独
特
の
リ

ズ
ム
と
踊
り
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
念
仏
で
あ
る
。
特
徴
と
し
て
、
念
仏
の
内
容
は
全
て
芭
蕉
発
句
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
三
句
を
一

つ
の
ま
と
ま
り
と
し
た
も
の
を
六
つ
、
計
十
八
句
か
ら
成
る
念
仏
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
の
う
ち
一
句
目
以
外
は
リ
ズ

ム
の
関
係
か
ら
上
五
を
排
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
惟
然
は
こ
れ
を
唱
え
、
踊
り
な
が
ら
諸
国
を
め
ぐ
る
旅
に
出
て
お
り
、
そ
う
し
た

姿
が
時
折
許
六
な
ど
、
他
の
門
人
か
ら
批
判
の
的
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
の
惟
然
評
価
は
、
俳
風
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
師
で
あ
る
芭
蕉
が
亡
く
な
っ
て
以
降
は
指
針
を
失
い
、
そ
の
教

え
か
ら
外
れ
て
自
己
流
に
走
っ
て
お
り
、
芭
蕉
や
蕉
風
か
ら
は
異
な
っ
た
異
端
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て

は
、
初
め
て
本
格
的
に
惟
然
に
つ
い
て
研
究
し
、
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
も
芭
蕉
追
善
が
目
的
と
し
て
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
鈴
木
重

雅
氏
の
次
の
よ
う
な
評
価
が
挙
げ
ら
れ
る
。

芭
蕉
滅
後
は
、
之
が
啓
導
の
指
針
を
失
つ
て
、
輕
洒
の
極
、
放
恣
に
流
れ
、
邪
路
に
陥
る
に
至
つ
た
の
は
、
蓋
し
、
已
む
を
え
ぬ
事
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な
が
ら
、
深
く
惜
む
べ
き
で
あ
る
。

鈴
木
氏
の
こ
の
よ
う
な
惟
然
評
は
、
許
六
に
よ
る
『
贈
落
柿
舎
去
来
書
』⑴
や
去
来
に
よ
る
『
答
許
子
問
難
弁
』⑵
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
鈴
木
氏
の
言
う
「
邪
路
」
と
い
う
評
価
は
妥
当
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
筆
者
の
立
場
と
し
て
は
否
定
的
な
立
場
を

取
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
氏
は
惟
然
の
俳
諧
に
対
す
る
見
解
は
「
不
真
面
目
」
で
あ
る
と
し
て
、
三
等
の
文
の
中
で
も
「
有
閑
の

人
が
退
屈
凌
ぎ
に
俳
諧
を
楽
む
も
の
」
と
さ
れ
る
「
中
の
部
」
に
入
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
句
姿
な
ど
に
つ
い
て
の
芭
蕉
の
教
え
を
奉

じ
な
い
や
う
に
な
つ
た
の
も
自
然
の
勢
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
金
子
は
な
氏
も
指
摘
し
て
お
り
、
惟
然

が
芭
蕉
よ
り
教
導
を
受
け
た
「
俳
諧
は
気
先
を
以
て
無
分
別
に
作
す
べ
し
」
と
い
う
「
無
分
別
」
に
つ
い
て
も
鈴
木
氏
の
論
に
対
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
無
分
別
」
が
惟
然
の
常
套
語
で
あ
っ
た
と
鈴
木
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
惟
然
が
「
無
分
別
」
を
重
視
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
に
は
同
意
で
き
な
い
。
例
え
ば
鈴
木
は
『
俳
人
惟
然
の
研
究
』
に
お
い
て
次

の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

惟
然
の
考
へ
は
、
つ
ま
り
、
句
作
は
自
然
真
率
で
あ
れ
ば
宜
い
。
一
字
一
句
に
彫
琢
を
加
へ
る
の
は
作
者
の
迹
を
残
す
も
の

で
、
不
自
然
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
、
内
容
に
重
き
を
置
い
て
、
表
現
を
軽
く
見
る
の
で
、
用
語
措
辞
は
、
口
か
ら
出
る
そ
の
儘

で
あ
れ
ば
宜
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
自
ら
口
を
つ
い
て
出
る
俗
語
を
用
ゐ
て
差
支
な
い
と
い
ふ
訳
に
な
る
の
で
あ

る
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
惟
然
は
表
現
を
軽
く
見
て
お
り
、「
用
語
措
辞
」
な
ど
は
不
覚
考
え
ず
、
お
の
ず
と
口
か
ら
出
て
く
る
に
ま
か
せ

れ
ば
よ
い
、
と
考
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
定
型
は
無
視
さ
れ
、
擬
音
語
な
ど
の
口
語
も
多
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
口
語
調

俳
諧
こ
そ
が
、
惟
然
の
「
無
分
別
」
の
具
現
化
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
大
き
な
誤
解
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
惟
然
の
考
え
る
「
無
分
別
」
は
、「
句
作
」
の
み
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、
作
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者
の
内
面
（
心
、
精
神
）
に
つ
い
て
も
言
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
そ
ち
ら
に
重
心
が
あ
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
結
論

を
言
え
ば
、
惟
然
の
「
無
分
別
」
と
は
、
作
者
の
内
面
（
心
）
と
表
現
の
一
致
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
惟
然
は
「
無
分
別
」
の

状
態
の
心
に
よ
っ
て
「
無
分
別
」
の
表
現
が
生
み
出
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
俳
諧
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（『
俳
文
学
報
』
第
五
十
七
号
「
惟
然
の
無
分
別
」、
大
阪
俳
文
学
研
究
会
、
令
和
五
年
）

本
論
に
お
い
て
は
風
羅
念
仏
を
主
眼
に
置
い
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
俳
論
に
つ
い
て
は
別
の
課
題
と
し
て
論
じ
た
い
と
思
う
が
、
金
子

氏
の
論
に
全
面
的
に
賛
同
し
た
い
。

当
然
、
風
羅
念
仏
も
ま
た
、
後
述
す
る
井
上
千
山
の
よ
う
に
賛
同
者
が
い
る
一
方
で
、
批
判
の
的
と
も
な
っ
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
、

元
禄
十
六
年
の
丈
草
宛
其
角
書
簡
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

俳
賊
ど
も
、
か
や
う
の
見
へ
す
い
た
る
工
み
を
い
た
し
、
恥
を
忘
れ
て
文
通
い
た
し
、
人
に
見
せ
申
候
も
い
ま
�
�
敷
、
独
寒
灯
に

向
ひ
、
二
返
と
見
ず
に
封
の
ま
ゝ
に
て
其
元
へ
進
候
。
か
や
う
の
わ
け
に
て
は
義
仲
寺
が
惟
然
や
ら
、
惟
然
が
義
仲
寺
や
ら
、
と
か

く
翁
の
名
を
売
喰
と
相
見
え
候
。（
中
略
）
か
ゝ
る
て
れ
ん
を
申
、
金
銀
を
奪
い
候
上
は
、
義
仲
寺
も
寺
な
ら
ず
、
翁
も
翁
な
ら
ず
、

人
口
に
朽
可
申
事
に
存
候
間
、
狐
狸
と
も
御
せ
ん
さ
く
被
成
候
而
、
江
戸
に
七
三
郎
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
似
せ
も
の
合
点
い
た
さ
ぬ
わ

け
、
御
制
禁
被
成
候
。
正
秀
か
ら
し
て
狐
狸
の
や
う
に
存
候
。
膳
所
の
人
々
相
か
ま
へ
て
化
か
さ
れ
給
う
な
�
�
。

書
簡
に
つ
い
て
、
前
掲
部
分
よ
り
前
の
箇
所
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
な
ぜ
其
角
が
惟
然
ら
を
「
俳
賊
」
と
難
じ
た
の
か
、
そ
の
詳
し
い

経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
惟
然
が
行
っ
た
芭
蕉
顕
彰
の
在
り
方
に
つ
い
て
其
角
が
異
議
を
唱
え
、「
膳
所
の
人
々
相
か
ま
へ

て
化
か
さ
れ
給
う
な
�
�
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
惟
然
の
活
動
に
膳
所
の
人
々
が
協
力
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
丈
草
に

訴
え
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
元
禄
十
五
年
十
二
月
六
日
付
潘
川
宛
丈
草
書
簡
の
記
述
に
お

い
て
、
膳
所
衆
の
前
で
風
羅
念
仏
が
披
露
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
す
す
ん
で
所
望
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
明
か
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
其
角
の
訴
え
は
退
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
金
子
は
な
氏
も
、
同
じ
く
其
角
の
書
簡
を
挙
げ
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て
述
べ
ら
れ
て
い
る
⑶
。

こ
う
し
た
惟
然
の
風
羅
念
仏
は
、
た
だ
単
に
芭
蕉
発
句
を
出
鱈
目
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
無
目
的
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
元
々

芭
蕉
供
養
の
為
、
芭
蕉
像
建
立
の
勧
進
を
目
的
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
記
述
が
『
二
葉
集
』（
惟
然
編
、
元
禄
十

五
年
）
天
巻
の
千
山
跋
に
窺
え
る
。

（
虫
食
）

き
ゝ
傳
へ
し
枯
野
と
云
舟
は
朽
て
も
琴
に
な
り
、
宸
襟
を
や
す
め
奉
り
□
□
□
は
終
焉
の
か
れ
野
の
吟
は
、
國
の
は
て
迄
あ
は
れ

に
、
も
て
は
や
し
ぬ
る
ぞ
。
頓
て
霞
を
た
の
み
顔
な
る
け
ぶ
り
を
見
る
に
し
も
、
師
の
像
を
安
置
せ
む
こ
と
を
思
ひ
た
つ
と
ぞ
。

こ
の
記
述
を
元
に
、
鈴
木
重
雅
氏
の
『
俳
人
惟
然
の
研
究
』（
前
掲
書
）
に
お
い
て
風
羅
念
仏
が
芭
蕉
像
建
立
の
為
の
勧
進
を
目
的
に

置
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
⑷
、
志
田
素
琴
氏
も
そ
の
後
、「
惟
然
の
風
羅
念
仏
と
そ
の
伝
統
」（『
俳
句
研
究
』
五
巻
十
号
、

改
造
社
、
昭
和
十
三
年
）
に
お
い
て
追
認
し
て
い
る
⑸
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
暁
台
の
『
風
羅
念
仏
』
の
序
を
も
の
し
た
蕪
村

も
言
及
し
て
お
り
、
風
羅
念
仏
と
い
う
呼
び
名
の
元
祖
と
し
て
惟
然
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
志
は
惟
然
に
し
て
も
暁
台
に
し
て
も
芭

蕉
追
善
に
あ
る
こ
と
で
共
通
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
他
、
風
羅
念
仏
の
ル
ー
ツ
と
し
て
空
也
上
人
に
よ
る
鉢
叩
き
と
共
通
す
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鈴
木
、
志
田
、
両
氏
の
論
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

惟
然
が
考
案
し
た
風
羅
念
仏
は
元
禄
十
五
年
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
見
え
、
次
の
元
禄
十
五
年
十
二
月
六
日
付
潘
川
宛
丈
草
書
簡
の

記
述
よ
り
、
膳
所
衆
に
披
露
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

惟
然
、
諸
国
奉
加
帳
の
力
入
渡
り
、
紙
衣
ゑ
り
ま
き
十
徳
姿
、
チ
ト
鉢
扣
を
の
が
れ
出
た
る
て
ゐ
よ
と
見
へ
し
が
、
又
い
か
な
る
心

や
お
こ
り
け
ん
、
風
羅
念
仏
と
い
ふ
事
を
あ
み
立
、
木
魚
に
似
た
る
鳴
リ
物
を
拵
へ
、
則
風
羅
器
ト
名
付
て
是
を
た
ゝ
き

古
池
に
�
�
か
ハ
ず
と
び
こ
む
水
の
音

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
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い
か
め
し
き
音
や
あ
ら
れ
の
桧
木
笠
、
雪
の
袋
や
な
げ
頭
巾

な
ん
ど
、
ヶ
様
成
唱
歌
九
ツ
有
て
、
九
品
蓮
台
に
か
た
ど
り

ぬ
。
此
頃
西
国
か
た
�
�
に
て
是
を
唱
へ
し
か
バ
、
米
を
五
升

六
升
づ
ゝ
志
た
と
の
広
言
、
古
翁
墓
の
下
ニ
て
も
い
か
ゞ
見
ら

れ
け
ん
と
、
も
は
や
一
言
を
出
し
が
た
し
。
十
月
十
二
日
、
草

庵
へ
ゼ
ゝ
衆
例
の
一
列
集
候
節
。
彼
念
仏
を
手
向
ニ
ト
テ
皆

�
�
所
望
。
残
り
多
事
ハ
風
羅
器
が
な
い
と
の
様
体
。
是
斗
ハ

御
い
か
な
る
笙
の
岩
屋
の
無
言
上
人
も
、
あ
ど
ハ
合
申
ま
じ
き

と
、
あ
き
れ
た
も
あ
き
れ
ぬ
も
前
座
に
た
ま
ら
れ
ぬ
仕
合
、
チ

ョ
ッ
ト
聞
て
モ
ラ
イ
可

申
と
書
付
候
。

こ
の
書
簡
内
に
も
「
諸
国
奉
加
帳
」
と
あ
り
、
惟
然
の
風
羅
念
仏

考
案
の
裏
に
は
、
芭
蕉
供
養
の
た
め
の
芭
蕉
像
建
立
の
勧
進
、
と
い

う
目
的
が
あ
っ
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の

書
簡
は
惟
然
の
風
羅
念
仏
が
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
時
期
を
示
す
資
料
と

し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
存
の
風
羅
念
仏
と
比
較
す

る
と
書
簡
内
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
風
羅
念
仏
の
一
部
は
句
の
順
番
が

異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
披
露

の
後
に
惟
然
が
再
考
し
て
句
の
順
番
を
入
れ
替
え
そ
の
結
果
現
存
の

形
と
な
っ
た
か
、
も
し
く
は
丈
草
が
聞
き
覚
え
た
部
分
の
み
を
記
載

右：瓢箪を叩きながら風羅念仏を踊った惟然の図（岩波文庫『近世畸人伝』より）、
左：惟然が身に着けていたと考えられる蓑と瓢箪（弁慶庵惟然記念館より、筆者撮影）
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し
た
た
め
順
番
に
異
動
が
生
じ
た
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
風
羅
念
仏
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
た
と
き
、
先
の
丈
草
書
簡
に
も
「
鉢
扣
き
」
と
あ
る
な
ど
、
時
宗
の

一
遍
上
人
や
浄
土
宗
に
お
け
る
空
也
上
人
に
見
ら
れ
る
踊
り
念
仏
⑹
の
影
響
が
あ
る
事
は
、
風
羅
念
仏
考
案
の
目
的
か
ら
鑑
み
て
も
十
分

に
考
え
得
る
こ
と
で
あ
る
。

踊
り
念
仏
に
つ
い
て
は
、
小
寺
融
吉
編
『
郷
土
民
謡
舞
踊
辞
典
』（
名
著
刊
行
会
、
昭
和
十
六
年
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ

て
い
る
。

念
佛
踊
㊀

ま
た
踊
念
佛
と
も
い
ひ
、
ナ
ン
マ
イ
ダ
ン
ブ
と
云
ふ
を
彌
陀
念
佛
、
ナ
ム
シ
ャ
カ
ム
ニ
ブ
ツ
と
云
ふ
を
釋
迦
念
佛
と
も

稱
す
。
元
祖
一
遍
上
人
の
系
統
と
空
也
上
人
の
系
統
と
あ
り
、
佛
教
の
普
及
に
役
立
つ
た
。
後
に
ナ
モ
ー
デ
�
�
と
訛
り
、
般
若
波

羅
密
多
を
ハ
ラ
ミ
タ
�
�
と
略
し
て
も
唱
へ
た
。（
中
略
）
念
佛
以
外
の
和
讃
や
詠
歌
を
歌
ふ
踊
も
、
次
い
で
起
つ
た
。

特
に
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
風
羅
念
仏
に
は
各
連
の
最
後
に
「
な
も
う
だ
�
�
」
と
い
う
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
訛
っ
た
一
節
が

置
か
れ
、
和
讃
も
念
仏
以
外
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
踊
り
念
仏
と
し
て
の
概
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
風
羅
念
仏
が
な
ぜ
そ
う
い
っ
た
踊
り
念
仏
の
形
式
を
踏
襲
し
た
念
仏
と
し
て
完
成
し
た
に
至
っ
た
の
か
。
ま
た
、
踊
り
念
仏
の

形
式
を
踏
襲
し
た
風
羅
念
仏
に
は
惟
然
の
ど
の
よ
う
な
意
図
や
意
志
が
あ
っ
た
の
か
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
風
羅
念
仏
を
踊
り
念
仏
の
一
種
と
し
て
捉
え
、
そ
の
踊
り
念
仏
の
開
祖
で
あ
る
一
遍
上
人
や
空
也
上
人
と
芭

蕉
の
関
係
性
を
論
じ
る
一
方
、
あ
え
て
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
な
要
素
を
排
除
し
、
別
の
意
図
と
し
て
蕉
風
布
教
を
志
し
て
い
た
可
能
性
を

指
摘
し
、
両
者
か
ら
風
羅
念
仏
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
、
惟
然
再
評
価
へ
向
け
て
の
き
っ
か
け
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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二
、
踊
り
念
仏
と
し
て
の
風
羅
念
仏

風
羅
念
仏
が
踊
り
念
仏
の
一
種
と
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
根
拠
と
し

て
、
加
古
川
に
伝
来
す
る
風
羅
念
仏
の
資
料
を
挙
げ
た
い
。
今
日
伝
わ
っ
て
い
る
風
羅
念
仏
の
主
な
資
料
と
し
て
は
蝶
夢
に
よ
る
「
鉢

た
ゝ
き
唱
歌
」、
及
び
椿
花
に
よ
る
『
惟
然
法
師
追
善
風
羅
念
仏
』
が
あ
る
が
、
加
古
川
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
風
羅
念
仏
の
資
料
も
、
内

容
は
ほ
ぼ
両
者
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
風
羅
念
仏
が
完
成
し
た
直
前
直
後
の
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
資
料
は
末

文
に
「
於
加
古
川
」
の
文
字
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
風
羅
念
仏
を
伝
え
ら
れ
た
場
所
が
明
確
に
判
明
す
る
資
料
で
あ
る
。

更
に
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
山
形
県
新
庄
市
に
お
い
て
も
風
羅
念
仏
の
資
料
が
存
在
し
て
お
り
、
新
庄
に
も
風
羅
念
仏
が
伝
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
い
く
つ
か
風
羅
念
仏
の
資
料
は
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
芭
蕉
句
の
順
番
や
末
文
等
の
記
述
に
異
動
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

い
ず
れ
の
資
料
も
一
貫
し
て
「
な
も
う
だ
�
�
（
も
し
く
は
南
無
阿
弥
陀
拂
）」
と
い
う
一
節
が
記
さ
れ
て
お
り
、
踊
り
念
仏
と
し
て
の

体
裁
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
風
羅
念
仏
が
踊
り
念
仏
の
一
種
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
確
か
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

で
は
な
ぜ
踊
り
念
仏
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
風
羅
念
仏
は
「
一
、
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
芭
蕉
を
弔
う
べ
く
芭
蕉
像
勧
進

の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
考
案
の
裏
に
は
生
前
の
芭
蕉
よ
り

授
か
っ
た
指
導
や
意
志
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
芭
蕉
と
一
遍
上
人
の
関
り
を
示
す
逸
話
と
し
て
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』（
芭
蕉
編
、
元
禄
十
五
年
刊
）
に
お
け
る
気
比
の
段
を
挙

げ
た
い
。
内
容
は
次
の
通
り
。

惟
然
の
風
羅
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あ
る
じ
に
酒
勧
め
ら
れ
て
気
比
の
明
神
に
夜
参
す
。
仲
哀
天
皇
の
御
廟
な
り
。（
中
略
）
往
昔
、
遊
行
二
世
の
上
人
、
大
願
発
起
の

こ
と
あ
り
て
、
自
ら
葦
を
刈
り
、
土
石
を
荷
ひ
、
泥
渟
を
か
は
か
せ
て
、
参
詣
往
来
の
煩
ひ
な
し
。
古
今
例
に
絶
え
ず
、
神
前
に
真

砂
を
荷
ひ
給
ふ
。「
こ
れ
を
遊
行
の
砂
持
ち
と
申
し
は
べ
る
」
と
、
亭
主
の
語
り
け
る
。

遊
行
の
砂
持
ち
に
関
し
て
芭
蕉
は
興
味
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
こ
の
逸
話
か
ら
窺
え
よ
う
。
無
論
、
こ
れ
は
芭
蕉
が
時
宗
を
信
仰

し
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
な
も
の
に
対
し
て
関
心
を
抱
き
、
前
向
き
な
態
度
を
取
っ
て

い
た
証
左
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
遍
上
人
と
芭
蕉
は
無
関
係
で
は
な
く
、
風
羅
念
仏
が
踊
り

念
仏
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
こ
と
も
た
だ
偶
然
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
芭
蕉
の
態
度
を
く
み
取
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
他
に
も
例
え
ば
、『
い
つ
を
昔
』（
元
禄
三
年
、
其
角
編
）
に
お
い
て
は
、
鉢
叩
き
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
京
に
あ
る
去
来
宅
ま
で

わ
ざ
わ
ざ
芭
蕉
が
足
を
運
び
、
泊
ま
り
込
ん
だ
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
こ
の
際
、
予
定
よ
り
も
鉢
叩
き
の
巡
り
が
遅
れ
て
お
り
、
去
来
は

芭
蕉
の
機
嫌
を
心
配
し
て
「
箒
こ
せ
ま
ね
て
も
み
せ
ん
鉢
た
ゝ
き
」
と
い
う
一
句
を
詠
ん
で
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
通

り
。

鉢
た
ゝ
き
と
て
、
翁
の
や
ど
り
申
さ
れ
し
に
、
は
ち
た
ゝ
き
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
れ
ば

箒
こ
せ
ま
ね
て
も
み
せ
ん
鉢
叩

去
来

明
け
て
ま
ゐ
り
た
れ
ば

長
嘯
の
墓
も
め
ぐ
る
か
は
ち
敲

翁

こ
の
話
を
惟
然
が
知
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
芭
蕉
が
宗
教
的
な
も
の
に
対
し
て
前
向
き
な
姿
勢
を
取
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
惟
然
も
含
め
て
弟
子
の
内
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
意
向
を
汲
ん
で

俳
諧
指
導
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
風
羅
念
仏
に
は
実
際
、「
空
也
の
痩
も
寒
の
中
」
の
句
か
ら
「
墓
を
め
ぐ
る
か

惟
然
の
風
羅
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仏
と
芭
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の
鉢
叩
き

四
六



鉢
た
ゝ
き
」
の
句
へ
と
繋
が
る
箇
所
が
あ
り
、
鉢
叩
き
の
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
れ
ら
二
句
も
当
然
芭
蕉
句
で

あ
る
が
、
菩
提
を
弔
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
風
羅
念
仏
に
取
り
入
れ
て
い
る
以
上
、
芭
蕉
が
こ
れ
ら
に
対
し
て
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て

い
た
こ
と
は
、
前
掲
の
『
い
つ
を
昔
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
し
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
い
て
気
比
神
宮
に
参
詣
し
、
遊
行

上
人
の
伝
承
を
受
容
し
た
態
度
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
け
る
気
比
神
宮
の
段
の
記
述
は
、
芭
蕉

と
一
遍
上
人
と
の
関
わ
り
を
示
す
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
と
考
え
る
。
前
掲
の
『
い
つ
を
昔
』
の
逸
話
か
ら
も
一

遍
上
人
に
ま
つ
わ
る
「
鉢
叩
」
を
重
要
視
す
る
姿
勢
が
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
風
羅
念
仏
が
一
遍
上
人
由
来
の
踊
り
念
仏

の
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
直
接
こ
の
話
を
知
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
論
証
不
可
能
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
芭
蕉
が
一
遍
上
人
、
ひ
い
て
は
時
宗
に
つ
い
て
肯
定
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
こ
と
は
弟
子
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
惟
然
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
、
風
羅
念
仏
が
踊
り
念
仏
で
あ
る
と
言
え
る
根
拠
を
示
し
た
い
。

惟
然
の
後
に
な
る
が
、
暁
台
も
ま
た
風
羅
念
仏
を
志
し
た
俳
人
で
あ
っ
た
。
暁
台
の
風
羅
念
仏
法
要
に
関
し
て
蕪
村
は
「
天
明
辛
丑

（
元
年
）
冬
下
浣
」
に
て
序
を
も
の
し
て
い
る
。
暁
台
の
風
羅
念
仏
事
業
に
関
し
て
そ
の
概
要
を
知
る
の
に
最
も
有
力
な
資
料
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
暁
台
の
風
羅
念
仏
が
空
也
上
人
に
よ
る
踊
り
念
仏
に
影
響
を
受
け
、
根
幹
を
同
一
と
す
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
風
羅
念
仏
と
い
ふ
は
か
の
空
也
念
仏
と
い
ふ
が
如
し
。
す
ゞ
ろ
に
蕉
翁
の
句
を
諷
詠
し
て
己
を
忘
れ
舞
踊
す
。
又
空
也
の
和

讃
を
う
め
き
て
踊
躍
す
る
者
に
似
り
。
そ
れ
が
中
に
姿
お
か
し
く
声
か
ら
び
て
能
歌
能
舞
も
の
あ
り
。
其
声
雲
に
響
き
水
に
徹
す
。

乍
遠
く
乍
近
し
。
諸
人
驚
き
て
是
を
見
れ
ば
尾
の
暁
台
也
。

蕪
村
は
そ
の
上
で
続
け
て
、「
衆
、
三
嘆
の
余
り
推
て
大
導
師
と
し
て
、
祖
翁
百
年
の
法
会
を
営
む
。
夫
、
風
羅
念
仏
の
称
、
惟
然
に

在
と
い
へ
ど
も
却
て
暁
台
に
起
と
謂
ふ
べ
し
」
と
暁
台
に
よ
る
芭
蕉
百
回
忌
事
業
に
賛
同
の
意
を
送
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
寺
島
徹
氏
が
「
芭
蕉
百
回
忌
取
越
追
善
『
風
羅
念
仏
』
事
業
と
暁
台
陸
奥
の
旅
」（『
文
学
・
語
学
』
二
三
二
号
、
二
〇
二
一
年
）
に

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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て
言
及
し
て
お
り
⑺
、
本
論
も
そ
の
意
見
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
蕪
村
が
惟
然
と
暁
台
そ
れ
ぞ
れ
の
風
羅
念
仏
に
触
れ
、
そ
の
上
で
惟
然
の
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
「
空
也
念
仏
と

い
ふ
が
如
し
」、「
空
也
の
和
讃
を
う
め
き
て
踊
躍
す
る
者
に
似
り
」
と
空
也
上
人
に
よ
る
踊
り
念
仏
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
事

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
々
の
風
羅
念
仏
が
空
也
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
踊
り
念
仏
の
流
れ
を
汲
む
念
仏
で
あ
る
と
い
う
系
列
が
こ
こ
で
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
蕪
村
の
こ
れ
ら
の
言
及
は
風
羅
念
仏
の
ル
ー
ツ
を
考
え
る
際
に
非
常
に
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
資
料
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

以
上
、
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
惟
然
の
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
本
稿
に
お
い
て
は
踊
り
念
仏
の
一
種
と
規
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
根
幹
に
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
気
比
神
宮
の
段
に
見
ら
れ
る
芭
蕉
の
一
遍
上
人
受
容
が
あ
る
と
考
え
る
。
芭
蕉
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』

冒
頭
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
古
人
」
に
倣
い
旅
を
続
け
た
。
そ
の
古
人
と
は
具
体
的
に
は
能
因
法
師
や
西
行
法
師
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
中
に
は
、
気
比
神
宮
の
段
に
あ
る
通
り
、
一
遍
上
人
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
遍
上
人
も
ま
た
、
踊
り
念
仏

に
よ
っ
て
全
国
を
練
り
歩
き
、
仏
教
の
布
教
に
努
め
た
。
た
だ
し
、
踊
り
念
仏
を
念
仏
芸
能
と
し
た
の
は
一
遍
上
人
の
弟
子
た
ち
に
よ
る

行
為
で
あ
り
、
京
都
に
櫓
を
立
て
、
そ
の
上
で
踊
り
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
、
そ
れ
を
人
々
が
観
客
と
し
て
観
覧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
遍
上
人
で
は
な
く
、
一
遍
上
人
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
ま
で
、
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
惟
然
の
師
で
あ
る
芭
蕉
と
、
芭
蕉
が
見
た
一
遍
上
人
と
の
関
わ
り
合
い
か
ら
、
踊
り
念
仏
と
い
う
宗

教
芸
能
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
惟
然
が
風
羅
念
仏
を
踊
り
念
仏
の
形
式
で
仕
上
げ
た
こ
と
に
は
、
生
前
こ
う
し
た
芭
蕉
と
一
遍
上
人
と

の
関
わ
り
合
い
が
あ
り
、
芭
蕉
像
建
立
の
為
の
勧
進
に
際
し
、
芭
蕉
を
弔
う
た
め
と
い
う
目
的
、
そ
し
て
踊
り
念
仏
を
芭
蕉
が
重
要
視
し

て
い
た
た
め
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
風
羅
念
仏
は
全
て
芭
蕉
の
発
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
芸
能
を
基
幹
と
し
た
俳
文
学
の
一
種
と

し
て
の
特
色
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
風
羅
念
仏
を
宗
教
芸
能
と
し
て
の
み
見
る
こ
と
は
、
風
羅

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き

四
八



念
仏
の
検
証
に
つ
い
て
不
十
分
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
風
羅
念
仏
を
俳
文
学
と
し
て
見
る
観
点
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ

で
、
次
項
で
は
、
観
点
を
変
え
て
風
羅
念
仏
を
俳
諧
、
俳
文
学
と
し
て
の
観
点
か
ら
見
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三
、
俳
文
学
と
し
て
の
風
羅
念
仏

前
項
で
は
芭
蕉
と
一
遍
上
人
の
関
係
性
を
示
し
、
生
前
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
気
比
神
宮
の
段
に
お
い
て
遊
行
の
砂
持
ち
伝
説
に
前

向
き
な
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
か
ら
風
羅
念
仏
が
一
遍
上
人
を
開
祖
と
す
る
踊
り
念
仏
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
を
指
摘
し

た
。続

い
て
は
、
そ
の
前
項
か
ら
違
う
立
場
と
し
て
風
羅
念
仏
を
俳
文
学
の
一
種
と
捉
え
、
あ
え
て
宗
教
性
を
排
し
た
観
点
か
ら
考
察
し
て

い
き
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
風
羅
念
仏
に
は
「
な
も
う
だ
�
�
」
と
い
う
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
訛
っ
た
一
節
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
「
念
仏
」
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
念
仏
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
こ
れ
は
死
者
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
更
に
風
羅
念
仏
は
そ
の
中
で
も
取
り
分
け
「
踊
り
念
仏
」
の
一
種
で
あ
る
と
規
定
し
、
前
項
で
そ
の
必
然
性
を
述
べ
た
。
俳
諧
に
お

い
て
「
踊
り
念
仏
」
は
季
語
の
一
つ
で
あ
る
。
当
然
こ
れ
は
盂
蘭
盆
に
お
い
て
死
者
の
霊
を
慰
め
る
た
め
で
あ
る
の
だ
が
、
風
羅
念
仏
は

季
節
に
限
定
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
な
く
、
常
日
頃
か
ら
踊
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
風
羅
念
仏
が
こ
う
し
た
盂
蘭
盆
と
も
関

わ
り
の
あ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
芭
蕉
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
が
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

惟
然
の
風
羅
念
仏
が
踊
念
仏
と
は
一
線
を
画
す
の
は
、
そ
の
和
讃
が
芭
蕉
の
句
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
る
。
こ
の
特
性

に
よ
っ
て
風
羅
念
仏
は
宗
教
芸
能
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
俳
文
学
と
し
て
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
暁
台
の

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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風
羅
念
仏
と
も
異
な
る
の
は
、
暁
台
の
も
の
の
場
合
は
発
句
の
み
芭
蕉
句
を
用
い
て
、
そ
の
後
の
付
け
合
い
は
全
て
座
に
参
列
し
た
俳
人

に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
惟
然
の
も
の
は
全
て
芭
蕉
句
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
惟
然

自
身
の
句
や
普
通
の
和
讃
で
は
な
く
、
芭
蕉
句
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
蕉
風
布
教
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し

て
い
き
た
い
。

風
羅
念
仏
考
案
の
発
端
は
、
芭
蕉
像
建
立
の
勧
進
の
為
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
ま
ず
芭
蕉
を
知
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
風

羅
念
仏
の
和
讃
が
芭
蕉
発
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
図
は
窺
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
な
る
と
、
俳
諧
と
い
う
観
点
か
ら

風
羅
念
仏
を
考
察
す
れ
ば
別
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
蕉
風
の
布
教
で
あ
る
。
蕉
風
の
布
教
の
た
め
に
風
羅
念
仏
が
用
い
ら
れ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
各
地
に
風
羅
念
仏
が
伝
え
ら
れ
た
伝
承
の
跡
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
判
明
し
て
い
る
各
地
に
伝
わ
る
風

羅
念
仏
、
な
い
し
は
風
羅
念
仏
が
伝
え
ら
れ
た
、
実
際
に
唱
え
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
姫
路
…
…
寒
瓜
『
雪
の
棟
』
記
述
以
降
、
断
絶
。

・
加
古
川
…
…
文
末
に
「
於
加
古
川
」
の
記
述
と
、
惟
然
の
署
名
が
記
さ
れ
た
風
羅
念
仏
資
料
が
存
在
す
る
。

・
京
都
東
山
…
…
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
惟
然
法
師
追
善
風
羅
念
仏
』
の
記
述
よ
り
、
惟
然
百
回
忌
に
風
羅
念
仏
が
披
露
さ
れ

た
が
、
そ
の
後
断
絶
。
な
お
、
記
録
し
た
の
は
椿
花
で
あ
る
が
、
口
伝
で
伝
え
ら
れ
た
の
は
珍
白
で
あ
っ
た
旨
の
記
述

が
あ
る
。

・
新
庄
…
…
芭
蕉
句
の
順
列
に
異
動
を
認
め
る
、「
な
も
う
だ
�
�
」
で
は
な
く
「
南
無
阿
弥
陀
拂
」
表
記
、
六
番
ま
で
の
全
て
の
句
が

列
挙
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ご
く
一
部
の
み
の
記
述
に
と
ど
ま
る
、『
惟
然
坊
句
集
』
の
記
述
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
差
異
は
あ

る
も
の
の
、
文
末
に
惟
然
の
署
名
が
記
さ
れ
た
風
羅
念
仏
資
料
が
存
在
す
る
。

ま
た
、
風
羅
念
仏
で
は
な
い
も
の
の
、
伊
予
の
淡
斎
は
惟
然
に
深
く
傾
倒
し
て
お
り
、
惟
然
も
風
羅
念
仏
考
案
後
に
は
四
国
へ
と
行
脚

に
赴
い
て
淡
斎
ら
と
直
接
会
っ
て
い
る
こ
と
が
『
其
木
か
ら
し
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
『
其
木
か
ら
し
』
に
よ
れ
ば
伊
予
に

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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あ
る
複
数
の
俳
人
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
淡
斎
を
中
心
に
惟
然
系
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
風
羅
念
仏
以
前
で
は
、

九
州
に
初
め
て
蕉
風
を
も
た
ら
し
た
の
は
惟
然
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
後
に
朱
拙
が
そ
の
中
心
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

風
羅
念
仏
考
案
後
の
惟
然
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、
一
時
期
京
都
の
風
羅
堂
を
拠
点
と
し
、
名
古
屋
や
四
国
、
九
州
、
特
に
筑
紫
な

ど
こ
れ
ま
で
蕉
風
が
根
付
い
て
い
た
地
域
よ
り
西
の
地
域
が
主
な
場
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
鑑
み
る
と
、
風
羅
念
仏
は
芭
蕉
の
菩
提

を
弔
い
、
芭
蕉
像
建
立
の
為
の
勧
進
と
い
う
以
外
の
目
的
と
し
て
、
や
は
り
蕉
風
布
教
が
目
的
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ

う
な
れ
ば
、
風
羅
念
仏
は
そ
の
蕉
風
布
教
の
一
環
と
し
て
言
う
な
れ
ば
戦
略
的
な
広
告
用
と
し
て
考
案
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
風
羅
念
仏
考
案
後
の
惟
然
の
足
跡
と
、
風
羅
念
仏
が
芭
蕉
句
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
が
理
由
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
風
羅
念
仏
を
惟
然
は
唱
え
な
が
ら
西
国
、
特
に
播
磨
周
辺
を
漫
遊
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
惟
然
独
自
の
勢
力
が

誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
惟
然
の
俳
書
で
あ
る
『
二
葉
集
』
は
、
当
時
の
播
磨
俳
壇
の
人
々
の
助
力
を
得
て
出
版
に
至
っ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
筆
頭
に
立
っ
た
の
が
井
上
千
山
で
あ
っ
た
。「
一
、
は
じ
め
に
」
の
項
で
挙
げ
た
前
書
き
部
分
の
後
に
千
山
は
「
予

も
有
が
た
き
事
に
も
お
も
ほ
え
て
山
は
ふ
か
ゝ
ら
ね
ど
あ
ら
は
な
ら
ず
、
印
南
野
ゝ
い
な
に
あ
ら
ぬ
こ
と
に
思
ひ
よ
り
ぬ
」
と
、
惟
然
の

芭
蕉
像
建
立
に
賛
同
す
る
意
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、『
二
葉
集
』
自
体
も
芭
蕉
像
建
立
に
係
る
勧
化
の
巻
で
あ
る
こ
と
が
同
書
に
句

を
寄
せ
た
高
世
に
よ
っ
て
「
湖
南
の
鳥
落
人
は
ば
せ
を
の
翁
の
跡
を
惜
し
み
、
せ
め
て
彼
の
お
も
か
げ
を
木
曾
塚
の
無
名
庵
に
残
し
を
き

む
と
て
、
勧
化
の
句
集
を
思
立
侍
と
ぞ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
元
禄
十
五
年
以
降
、
播
州
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
惟
然
の
活
動
が
色
濃

く
残
さ
れ
て
お
り
、
蕉
風
の
布
教
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
姿
は
一
遍
上
人
が
踊
り
念
仏
を
唱
え
歩
き
、
全
国
行
脚
に
よ
っ

て
仏
教
の
普
及
に
努
め
た
姿
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
項
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
蕉
風
布
教
と
い
う
観
点
か
ら
見

て
も
、
風
羅
念
仏
を
踊
り
念
仏
の
形
式
と
し
た
こ
と
は
惟
然
の
目
的
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
前
述
し
た
風
羅
念
仏
伝
来
の
地
の
う
ち
、
新
庄
に
つ
い
て
は
、
元
々
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
路
の
中
で
芭
蕉
が
訪
れ
た
こ
と

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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に
よ
っ
て
蕉
風
が
も
た
ら
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
。
曾
良
の
随
行

日
記
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
の
新
庄
入
り
は
閏
六
月
一
日
の
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
同
じ
く
曾
良
に
よ
る
随
行
日
記
に
よ
る
と
翌
日
に
芭

蕉
は
新
庄
の
俳
人
ら
と
と
も
に
歌
仙
を
一
巻
き
吟
行
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
芭
蕉
が
新
庄
を
訪
れ
た
の
は
、
惟
然
が
弟
子
入
り
す
る

よ
り
も
前
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
芭
蕉
没
後
に
考
案
さ
れ
た
風
羅

念
仏
と
は
時
系
列
的
に
考
え
て
接
点
は
な
い
。

芭
蕉
の
後
、
蕉
門
か
ら
は
桃
隣
、
蓼
太
と
い
っ
た
俳
人
が
新
庄

を
訪
れ
て
い
る
。
両
者
の
う
ち
、
特
に
蓼
太
に
つ
い
て
『
新
庄
市

史
別
巻

自
然
と
文
化
』
に
お
い
て
は
「
念
仏
六
部
の
姿
で
新
庄

に
来
て
、
し
ば
ら
く
接
引
寺
に
滞
在
し
て
土
地
の
俳
人
と
交
っ

た
」
と
特
筆
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
誰
が
風
羅
念
仏
を
伝
え
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
し
な

い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
新
庄
に
は
元
々
そ
う
し
た
蕉
風
俳
諧
を

受
け
入
れ
る
下
地
は
あ
っ
た
と
言
え
る
。
新
庄
に
伝
わ
っ
た
風
羅

念
仏
が
他
の
地
域
と
比
べ
て
異
色
な
の
は
、
他
の
地
域
に
伝
わ
っ

た
風
羅
念
仏
は
、
異
同
は
あ
れ
ど
も
六
番
ま
で
の
内
容
が
伝
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
新
庄
に
伝
わ
っ
た
風
羅
念
仏

は
そ
の
う
ち
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
そ
の
順
番
も
全
く
異
な
る
も

新庄市に伝わる風羅念仏（新庄市デジタルアーカイブコレクションより）
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の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
句
に
つ
い
て
差
異
は
な
い
。
更
に
、
こ
れ
に
『
惟
然
坊
句
集
』
の
一
部
が
抜
粋
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
他
と
一
線
を
画
す
部
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
惟
然
坊
句
集
』
は
惟
然
没
後
に
曙
庵
秋
拳
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
句
集
で
あ

る
か
ら
、
惟
然
自
身
が
新
庄
に
風
羅
念
仏
を
伝
え
た
と
い
う
可
能
性
は
ま
ず
潰
え
る
。
ま
た
、
末
尾
の
署
名
に
つ
い
て
も
、
当
然
惟
然
自

身
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
推
測
と
し
て
風
羅
念
仏
の
作
者
が
惟
然
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
風
羅
念
仏
を
伝
え

る
意
思
を
持
っ
た
第
三
者
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
惟
然
の
百
回
忌
な
ど
の
興
行
以
外
で
風
羅
念
仏
が
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
え

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
に
こ
の
風
羅
念
仏
を
後
世
に
伝
承
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
持
っ
た
人
間
が
存
在
し
た
と
い
う
証
明
で
あ

り
、
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
風
羅
念
仏
が
踊
念
仏
と
い
う
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
踊
念
仏

が
持
つ
特
性
と
目
的
ゆ
え
に
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
点
、
着
目
し
た
い
の
が
惟
然
の
風
羅
念
仏
の
内
容
で
あ
る
。
惟
然
の
風
羅
念
仏
は
和
讃
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
前
述

の
通
り
、
全
て
芭
蕉
の
発
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
惟
然
の
発
句
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
芭
蕉
が
主
目
的

で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
発
句
選
定
に
あ
た
っ
て
の
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
い
ず
れ
の
句
も
全
て
惟

然
入
門
後
の
句
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
ま
で
、
惟
然
の
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
踊
り
念
仏
の
一
種
と
い
う
宗
教
芸
能
的
な
側
面
と
、
芭
蕉
の
句
を
用
い
て
構
成
さ
れ
た
点
か

ら
見
る
俳
文
学
と
し
て
の
側
面
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
風
羅
念
仏
が
持
つ
特
質
か
ら
こ
の
よ
う
に
異
な
る
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
こ
と
が
面
白
味
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
と
言
え
、
ま
た
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
風
羅
念
仏
が
今
日
ま
で
伝
え
続
け
ら
れ
て
き
た
要

因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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惟
然
没
後
の
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
惟
然
没
後
も
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
後
世
へ
と
伝
承
さ
れ
る
よ
う
、
努
め
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
惟
然
百
回
忌
に
ま
で
風
羅
念
仏
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
百
回
忌
の
際
に
編
纂
さ
れ
た
椿
花
編
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
惟
然
法
師
追
善
風
羅
念
仏
』
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

惟
然
子
は
、
美
濃
の
州
関
の
産
に
し
て
、
世
々
富
家
な
り
し
が
、
芭
蕉
の
門
に
入
て
俳
諧
に
遊
ぶ
。（
中
略
）
つ
ね
に
師
翁
の
ほ
句

ど
も
を
つ
ゞ
り
合
て
唱
ひ
あ
り
け
る
。
こ
れ
を
風
羅
念
仏
と
い
ふ
。（
中
略
）
近
頃
既
白
あ
り
て
、
此
風
羅
念
仏
を
伝
へ
た
り
。
終

焉
の
時
に
い
た
り
て
、
椿
花
の
ぬ
し
に
か
の
念
仏
の
始
末
を
ね
も
ご
ろ
に
伝
へ
、
尚
惟
然
師
が
手
跡
の
た
ん
ざ
く
を
あ
た
ふ
。
こ
と

し
此
日
百
廻
り
の
日
に
あ
た
れ
り
と
て
、
例
の
社
友
を
か
た
ら
ひ
、
東
山
双
林
寺
に
お
い
て
俳
諧
の
法
筵
を
ひ
ら
き
、
風
羅
念
仏
の

追
善
を
い
と
な
む
。

こ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
も
惟
然
の
風
羅
念
仏
は
断
絶
に
瀕
す
る
度
に
そ
の
時
代
の
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
伝
承
に
努
め
ら

れ
、
今
に
至
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
事
実
と
し
て
、
こ
う
し
た
風
羅
念
仏
を
遺
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
形
式
で
の
供
養
の
方
法
を
編
み

出
し
た
惟
然
の
功
績
と
風
羅
念
仏
が
そ
の
時
代
ご
と
に
一
定
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
風
羅
念
仏
、
ひ
い

て
は
惟
然
の
再
評
価
に
向
け
て
の
足
掛
か
り
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
惟
然
没
後
に
伝
え
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
新
庄
の
風
羅
念
仏
資
料
も
、
惟
然
の
意
思
を
絶
や
さ
ず
伝
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
第
三
者
の
意
思
が
働
い
た
結
果
の
資
料

と
し
て
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
目
的
は
、
惟
然
が
風
羅
念
仏
を
考
案
し
た
当
初
の
目
的
と
は
異

な
り
、
例
え
ば
現
代
で
あ
れ
ば
町
お
こ
し
の
た
め
な
ど
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
あ
れ
惟
然
の
風
羅
念
仏
が

絶
や
さ
れ
ぬ
よ
う
、
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
惟
然
の
功
績
は
、
今
日
で
も
耐
え
得
る
面
白
味
を
有
す
る
風
羅

念
仏
と
い
う
独
特
の
念
仏
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
評
価
は
ま
だ
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

今
後
と
も
、
惟
然
と
、
惟
然
の
風
羅
念
仏
再
評
価
に
向
け
て
各
方
面
か
ら
の
調
査
・
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
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鉢
叩
き
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付
記本

論
文
は
、
大
阪
俳
文
学
研
究
会
（
令
和
四
年
六
月
十
九
日
、
於
伊
丹
市
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
柿
衛
文
庫
）、
及
び
第
七
三
回
俳
文
学
会
全
国
大
会

（
令
和
四
年
十
月
二
十
二
日
・
二
十
三
日
、
於
茨
城
県
立
歴
史
館
）
で
の
口
頭
発
表
の
内
容
に
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。
発
表
に
際
し
ま
し

て
、
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
ま
た
そ
の
後
様
々
な
機
会
に
激
励
や
資
料
情
報
を
賜
っ
た
全
て
の
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注＊
引
用
は
、
特
に
注
記
が
な
い
限
り
、
日
本
俳
書
大
系
・
古
典
俳
文
学
大
系
・
新
編
古
典
文
学
全
集
所
収
本
に
拠
っ
た
。

＊
新
庄
市
の
風
羅
念
仏
に
つ
い
て
は
、
新
庄
市
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（h

ttps://w
w
w
.sh
in
jo-arch

ive.jp/2016bs00341/

）
に
拠

っ
た
。

⑴
「
惟
然
坊
と
い
ふ
も
の
、
一
派
の
俳
諧
を
弘
む
る
に
は
益
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
却
て
衆
盲
を
引
の
罪
、
の
が
れ
が
た
か
ら
ん
。
あ
だ
口
を
の
み
噺

し
出
し
て
、
一
生
真
の
俳
諧
を
い
ふ
も
の
一
句
も
な
し
。
蕉
門
の
内
に
入
て
世
上
の
人
を
迷
は
す
大
賊
な
り
」
と
許
六
は
厳
し
く
惟
然
の
こ
と
を

批
判
し
て
い
る
。

⑵
「
彼
は
自
ら
迷
ひ
、
し
ら
ず
し
て
人
に
し
め
す
は
、
此
を
大
害
と
せ
ん
」
と
し
つ
つ
、
許
六
に
対
し
て
「
一
生
真
の
俳
諧
一
句
な
し
と
い
は
ん
は

過
た
り
と
せ
ん
か
。
又
大
賊
と
い
ひ
が
た
か
ら
ん
か
」
と
窘
め
て
お
り
、
惟
然
は
自
ら
進
ん
で
世
の
人
々
を
迷
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

と
擁
護
し
て
い
る
。
こ
こ
に
許
六
と
去
来
の
惟
然
批
判
の
間
に
は
温
度
差
が
あ
り
、
決
し
て
去
来
も
許
六
の
惟
然
評
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
芭
蕉
没
後
の
惟
然
の
俳
風
に
つ
い
て
は
、『
去
来
抄
』
に
お

い
て
去
来
も
「
是
等
は
句
と
は
見
え
ず
」
と
断
じ
て
お
り
、
惟
然
の
俳
諧
に
つ
い
て
は
容
認
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶
『
惟
然
・
支
考
の
「
軽
み
」
│
│
芭
蕉
俳
諧
の
受
容
と
展
開
│
│
』（
武
蔵
野
書
院
、
令
和
三
年
）
一
七
九
│
一
八
〇
頁
。「
俳
賊
」
と
其
角
が
難
じ

た
理
由
に
つ
い
て
金
子
氏
は
「
無
名
庵
の
修
繕
費
に
対
し
て
の
協
力
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
」
と
推
測
し
、「
見
へ
す
い
た
る
工
み
」
に
は
、
あ
る

い
は
芭
蕉
像
の
制
作
も
含
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
惟
然
の
芭
蕉
顕
彰
の
在
り
方
が
批
判
さ
れ
て
い
る
以
上
、
十
分
に
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
本
論
も
金
子
氏
の
意
見
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑷

鈴
木
重
雅
『
俳
人
惟
然
の
研
究
』
一
五
九
頁
に
「
即
ち
、
芭
蕉
像
を
安
置
し
よ
う
と
思
ひ
立
っ
た
の
は
、
此
の
頃
（
筆
者
注：

『
二
葉
集
』
編
纂

の
元
禄
十
五
年
頃
）
な
の
で
、
其
の
爲
め
の
奉
加
勧
進
で
あ
っ
た
の
で
は
無
か
ら
う
か
。
其
の
爲
、
所
謂
、「
萬
人
講
」
を
勧
募
し
た
様
で
あ
る
。

惟
然
の
風
羅
念
仏
と
芭
蕉
の
鉢
叩
き
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其
の
結
果
、
今
次
の
行
脚
と
な
り
、
風
羅
念
佛
を
も
唱
へ
た
の
で
は
無
か
ら
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑸
「
惟
然
の
風
羅
念
仏
と
そ
の
伝
統
」（『
俳
句
研
究
』
五
巻
十
号
、
改
造
社
、
昭
和
十
三
年
）
内
で
志
田
氏
は
「
然
る
に
惟
然
は
、
義
仲
の
無
名
庵

に
芭
蕉
の
像
を
安
置
す
べ
き
こ
と
を
思
ひ
立
ち
、
そ
の
爲
勧
進
を
行
ふ
と
共
に
そ
の
記
念
集
を
編
纂
す
べ
き
こ
と
を
企
て
、
元
禄
十
五
年
に
中
國

筋
へ
行
脚
し
て
、
風
羅
念
佛
を
唱
へ
な
が
ら
勧
進
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑹
「
踊
り
念
仏
」
に
つ
い
て
、
本
文
中
に
引
用
し
た
『
郷
土
民
謡
舞
踊
辞
典
』
で
は
「
念
仏
踊
」
と
し
て
立
項
さ
れ
て
お
り
、
本

文
中
の
引
用
に

「
ま
た
踊
り
念
仏
と
も
い
ひ
」
と
あ
る
通
り
、「
念
仏
踊
り
」
と
「
踊
り
念
仏
」
は
同
義
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、『
日
本
民
族
大
辞
典
』

（
福
田
ア
ジ
オ
・
新
谷
尚
紀
・
湯
川
洋
司
・
神
田
よ
り
子
・
中
込
睦
子
・
渡
邊
欣
雄
編
・
吉
川
弘
文
館
・
平
成
十
二
年
）
に
お
い
て
は
、「
念
仏
踊

り
」
と
し
て
「
踊
り
念
仏
が
芸
能
化
・
娯
楽
化
し
、
曲
調
や
踊
り
歌
・
囃
子
詞
・
芸
能
の
う
え
に
念
仏
や
和
讃
の
残
存
形
態
が
見
受
け
ら
れ
る
芸

能
。
念
仏
踊
り
は
盂
蘭
盆
や
忌
日
・
彼
岸
・
命
日
な
ど
に
、
死
者
供
養
（
新
精
霊
・
祖
霊
・
無
縁
仏
・
政
治
的
非
業
の
死
者
・
戦
死
者
な
ど
）
の

た
め
に
踊
ら
れ
、
念
仏
芸
能
と
も
総
称
で
き
る
。（
中
略
）
十
五
世
紀
中
期
こ
ろ
が
、
踊
り
念
仏
が
芸
能
の
う
え
で
風
流
化
し
、
念
仏
踊
り
が
成

立
し
た
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
盆
の
期
間
に
踊
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
を
凝
ら
し
た
風
流
踊
り
や
風
流
太
鼓
踊
り
は
、
宗
教
儀
礼
で

あ
る
踊
り
念
仏
が
娯
楽
化
し
て
念
仏
踊
り
（
風
流
大
念
仏
）
へ
と
変
遷
し
、
さ
ら
に
風
流
化
が
進
ん
だ
結
果
、
形
成
さ
れ
た
民
俗
芸
能
で
あ
る
と

推
定
で
き
る
」
と
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
念
仏
踊
り
」
は
「
踊
り
念
仏
」
が
風
流
化
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に

お
い
て
は
風
羅
念
仏
を
、「
踊
り
念
仏
」
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。

⑺

蕪
村
に
よ
る
序
に
つ
い
て
、
寺
島
氏
は
「
事
業
の
概
要
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
」
と
し
て
同
じ
箇
所
を
挙
げ
、「
声
か
ら
び
て
」
と
い
う
批
評

に
注
目
し
た
上
で
、「
蕉
風
の
俳
諧
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
か
ら
び
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
枯
凋
、
痩
せ
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
空
也
念
仏

に
お
い
て
、
こ
の
事
業
を
先
導
す
る
暁
台
の
諷
詠
を
そ
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
か
ら
び
」

と
い
う
点
に
お
い
て
空
也
と
芭
蕉
の
共
通
点
を
見
出
し
、
更
に
そ
れ
を
暁
台
は
理
解
し
た
上
で
風
羅
念
仏
を
諷
詠
し
た
も
の
と
し
、
寺
島
氏
は

「
古
人
、
芭
蕉
と
の
唱
和
と
い
う
一
面
も
有
し
て
い
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
衆
、
三
嘆
の
余
り
推
て
大
導
師
と
し
て
、
祖
翁
百
年

の
法
会
を
営
む
。
夫
、
風
羅
念
仏
の
称
、
惟
然
に
在
と
い
へ
ど
も
却
て
暁
台
に
起
と
謂
ふ
べ
し
。
況
其
、
漸
因
、
尾
州
の
国
分
寺
（
に
）
入
て
髪

を
薙
ぎ
、
匏
を
鳴
し
偏
き
国
々
を
遊
行
し
て
頑
愚
の
民
族
を
済
度
し
（
下
略
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
芭
蕉
百
回
忌
（
取
越
）
追
善
の
法
会
を
、

空
也
僧
が
冬
に
京
都
の
町
を
遊
行
す
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
、
暁
台
が
、
全
国
を
旅
し
て
勧
進
を
行
う
こ
と
、
芭
蕉
の
旅
の
ゆ
か
り
の
地
、
尾
張
出

身
の
暁
台
が
そ
の
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
賛
同
の
意
を
述
べ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
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