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日
本
の
仏
教
が
如
何

な
る
仕

方
で
日
本
の
文
芸

に
影
響
を
与
え

た
か
と
い
う

こ
と
か
ら
述

べ
る
必
要
が

あ
る
と
思
う
。
日
本
の
仏

數
は
六
世
紀
中
頃
支
那
よ
り
伝
来

し
て
以
来
、
日
本
独
自
の
立
場

に
於
て
、
各
時
代
の
日
本
人
の
生
活
と
共

に
発

展
し
変
化
し
た
の

で
あ
る
。
日
本
の
文
芸
は
仏
教
と
い
う
あ
る

一
つ
の
固
定

し
た
も

の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
外
か
ら
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
で
は
な
く
、

仏
教
は
日
本
に
於
て
動

い
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
各

時
代
時
代
の
特
殊
な
姿
を
も

つ
て
、
広
く
深
く
時
代
の
生
活
の
中

に
浸
透
し
て
行

つ
た
時
に
、
そ

の
生
活
の
熄
盤

か
ら
仏
教
に
よ

つ

て
浸
透
せ
ら
れ
た
文
芸
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
仏

教
が
偉
大
な
芸
術
の
創

造
や
深
遠
な
哲
学
の
理
解

や
、
信
仰
運
動

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
の
文
芸
が
必
ず

し
も
仏
教
的
で

は

な

い
。
例
え
ば
奈
良
仏
教
の
時
代
に
は
仏
像
や
建
築
、
仏
教
哲
学

等
は
隆
盛
を
極

め
た
が
、
万
葉
集
な
ど

の
主
な
文
芸
作
品
に
は
ほ

と
ん
ど
仏
教
的
色
彩
を
有

し
な
い
。

こ
れ
が
平
安
朝
後
期
の
南
都

北
嶺
の
仏
教
が
活
動
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
き
に
於
て
仏
教

に
彩

ら
れ
た
文
芸
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の

一
つ
と
し
て
梁
塵
秘

抄
の
今
様
の
如
き
も
の
が
明
白
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
が
宗

教

と
し
て
の
薪
鮮
な
活
力
を
失

つ
た
が
為
に
、
そ
れ
に
対

し
て
起

つ
た
新

し
い
信
仰
運
動
即
ち
所
謂
鎌
倉
仏
教
の
運
動

で
あ
る
。

こ

の
新
興
仏
教

は
前
の
場
合

と
異

つ
て
既
に
丈
芸
が
仏
教
的
な
色
彩

を
有
し
て
い
る
時
代
に
興

っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
直

ち
に
文
芸
の
内
に
現
わ
れ
て
来
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
事
実

は

そ
う
で
は
な
く
、
念
仏
宗
の
運
動
が
初

め
空
也

に
よ

つ
て
起
さ
れ

た
の
は
平
安
朝
文
芸
の
最
盛
期
よ
り
も
半
世
紀
以
上
先
立

つ
て
い

る
。
源
空
の
専
修
念
仏
の
唱
道
は
平
氏

の
最
盛
期
に
始
ま
り
、
関
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東
武

士
や
新
興
階
級

に
そ
の
影
響
を
及

ぼ
し
た
後

に
平
家
物
語
、

4

徒
然
草
の
如
き
新
興
仏
教

に
浸
透
せ
ら
れ
た
交
芸
作

品
が
現

わ
れ

た
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
が
思
想
的
、
宗
教

的
生
命

を
失

つ
た
徳

川
時
代

に
於
て
も
仏
教

的
色
彩
を
有

し
た
文
芸
作
品
が
出
て
い
る

の
で
あ
る
。
塚
本
善
隆
氏
の

コ

一十
世
紀

の
仏
教
」
平
祐
史
氏
の

「浄
土
宗
の

近
世
化
」

へ
何
れ
も
仏
教

大
学
研
究
紀
要

三
五
号

に

よ
る
)
の
中
に
も
見
出
せ
る
よ
う

に
、
徳
川
時
代
に
於
て
は
キ
リ

ス
ト
教
を
禁
止

し
幕
府

は
毎
戸
に
仏
壇
を
置

き
所
属
寺
院
を
定
め
、

天
下
を
挙
げ
て
信
と
不
信
と
に
論
な
く
仏
教
を
宗
旨
と
し
て
葬
祭

を
こ
れ

に
托

し
た
。

こ
こ
に
寺
院

は
安
定
せ
ら
れ

て
、
其
結
果
游

惰
に
流
れ
、

正
善
な
る
宗
教
家
と
し
て
の
活
動
力

を
弱

め
、
そ
の

上
儒
教
が
奨
励

せ
ら
れ
中
世
以
来

の
伝
統
的
権
威

を
否
定
さ
れ
、

儒
教
に
影
響

を
受
け
た
知
識
階
級

に
ょ
り
俳
仏
的
傾
向
が
激
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
仏
教
は
大
衆

の
生
活

の
内
部
に
於

て
そ
の
伝
統
的
な
勢

力
を
維
持

し
続
け
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
芭
蕉
の
俳
階
や
西
鶴

に

見
ら
れ
る
詩
禅

一
致
の
境
で
あ
り
、
又
山
間

の
僻
村

に
ま
で
勢
力

を
張
つ
て
い
た
浄

瑠
璃
の
文
芸
が
そ
の
基
調

に
鷙

て
著

し
く
仏
教

的
な
の
は
当
然
で
あ
り
、
近
松

の
琶

話
浄

瑠
璃
が
民
間
信

仰
を
反

映

し
て
い
る
の
も
そ
の

一
例
で
あ
る
、

近
松
の
浄
瑠
璃

や
其
他
丈

芸
作
品
に
於

て
は
全

般
的
に
は
仏
教
的
色
彩
を
有

し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
作
髫
の
体
験
の
表
現
で
あ
つ
て
思
想
の
表
現
で
は
な
い
。

そ
し
て
こ
の
体
験

に
仂
ぎ
か
け
て
い
る

の
は
特
に
創
作
家
の
場
合

は
必
ず

し
も
思
想
で
は
な
く
、
作

者
の
体
験

に
よ
つ
て
得

ら
れ
た

仏
教
的
心
情
が
、
そ
の
作

品
を
仏
教
的

に
色
ず
け
て
い
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
そ
の
作

晶
が
全
然
仏
教
的
思
想
と
関
係
を
持
た
な
い

の
で
は
な

い
。
近
松
の
作

品
に
於
て
も
そ
の
時
代
に
応
じ
た
仏
教

的
色
彩
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
彼
の
作
品
に
入
る
前

に
伝

記
に
つ
い
て
述

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
紙
数
の
都
合

で
省
略
す
る
が
、
彼

の
伝
記
は
現
代

に
於

て
も
確
定
し
て
お
ら
ず

出
生
地
や
死

ん
だ
所
に

つ
い
て
も
不
明

で
あ
る
。
た
だ
彼
が
死
ぬ

二
週
間
程
前

に
書

い
た

「
辞
世
の
文
」
が
残

つ
て
お
り
、

こ
れ
に

よ
る
と
彼
は
杉
森

家
と
い
う
武
家
出
身

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

近
松

は
こ
の
時
に
蟄
て
和
漢

や
古
典
に

い
た
る
教
養
を
身
に
つ
け

た
と
思
わ
れ

る
。

文
学
は
人
間
の
感
情
、
思
想
を
交
章
に
よ
り
表

現

し
、
人
の
感
情

に
訴
え
る
事
を
主
と

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
戯

曲
は
多
少
共
教
訓
性
、
又

は
知
識

を
授

け
る
啓
蒙
性

を
帯
び
て
い

る
o
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近
松
の
時
代
の
庶
民

は
自
分
の
生
き
る
目
標
、
基
準
も

し
く
は

新
知
識
を
要
求

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
松

の
世

話
浄

瑠
璃
の
心

中
物
に
於

て
は
現
世

は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
行
為
と
葛
藤

に
よ
り
、

心
中
で
あ
れ
ば
心
中
を

し
た
瞬
間
、
彼

等
主
人
公

は
未
来
成

仏
を

約
束
せ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
彼
等
は
人
聞
的

葛
藤

を
全
身
的
に

生
き

て
死
ん
で

い
つ
た
か
ら
現
世
に
は
未
練

は
な
く
死

は
そ
の
ま

ま
成
仏
を
意
味

し
た
の
で
あ
る
。
近
松
の
元
禄
期

に
お
け
る
社
会

の
経
済
は
町
衆
か
ら
上
層

町
人

へ
と
移
り
商
業
資
本
下
に
於

け
る

矛
盾
が
町
人
生
活
の
意
識
の
面
に
現
わ
れ
悲
劇
的
作
品
が
観
客

に

受
け
た
の
で
あ
る
。
心
中
物
は
輪
廻
の
信
仰
か
ら
来
る

「夫
婦
は

二
世
」

「
一
蓮
托
生
」
を
中

心
と
し
て
人
間
の
事
が
死

に
よ

つ
て

中
断
せ
ら
れ
な

い
と
い
う
確
信
の
上
に
立
ち
、
そ

し
て
こ
こ
で
は

暗
い
半
面
を
捨
て
主
と
し
て
霊
魂
不
滅

の
考

え
の
も

と
に
受
取

ら

れ
、
こ
れ
が

一
般
民
衆

の
心
情

に
浸
み
込
む
事

に
よ

つ
て
恋
愛
の

高
潮
を
中
心
に
表
現

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

近
松
の
世
話
浄
瑠
璃

に
現
わ
れ
て
い
る
仏
教
は
主

に
法
華
、
浄

土
、
真
言
的
往
生
救
済

に
よ

つ
て
作
中
の
悲
運
の
人
物
を
救
済

し

よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
全
体
と
し

て
は
浄
土
の
念
仏

三
昧
を

中
心
と
し
て
仏
や
浄
土

に
対
す
る
強
烈

な
思
慕
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
。

「
心
中
天
網
島
』
は
大
阪
の
寺
町

の
浄
土
宗
の
寺

々
で
陰
暦
の

十
月
六
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
十
臼
間
毎
夜
談
義

や
念
仏
が
催
さ

れ
た

「
十
夜
」
の
行
事
を
背
景

に
し
た

も
の
で
あ
る
。
上
の
巻
の

曽
根
新
地
の
河
庄
と
い
う
茶
屋
の
場
面

で
、
紀
の
国
屋
小
春
が

「
同
じ
死
ぬ
る
道
に
も
、
十
夜
の
内
に
死
ん
だ
も
の
は
、
仏

に
成

る
と
い
い
ま
す
が
定
か
い
な
」
と
、

こ
れ
は
紙
屋
治
兵
衛
の
兄
孫

右
衛
門
に
訊
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
中

の
巻
の
天
満
の
紙
屋
治
兵

衛
の
店
先
で
、
治
兵
衛
が
恋
相
手
の
女

小
春
の
変
心
を
恐
り
、
仕

事
も
手

に
つ
か
ず
に
炬
達
に
う
た
た
寝

を
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
も

「
そ
と
は
十
夜
の
人
通
り
見
世

と
内

と
を
ひ
と
し
め
に
」
と
い
う

叙
述
が
あ
る
。

こ
れ
は
治
兵
衛
の
店

の
前
を
通

つ
て
北
の
寺
町

に

急
ぐ
善
男
善
女
の
足
音
で
あ
る
。
そ

こ

へ
訪
ね
て
来
る
孫
右
衛
門

は

「ゆ
う
ぺ
十
夜
の
念
仏

に
講
中
の
物

語
」
を
聞

い
て
か
け

つ
け

て
来
た
と
語
る
。
下
の
巻
の
小
春

・
治

兵
衛
の
網
島
大
長
寺
境
内

に
て
心
中
す
る
直
前

に

「
風
さ
そ
い
く
る
念
仏

は
わ
れ

に
す
す
む

る
な
む
あ
み
だ
仏
…
…
寺
の
念
仏
も
切

回
向
」
と
こ
れ
も
寺
か
ら
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流
れ
て
来

る
十
夜
念
仏
の
声
で
あ
る
。

こ
の
中

に
大
阪
町
人
の
生

活
を

う
か
が
う

こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
で

「十
夜
の
内
に
死

ん
だ

者
は
仏
に
成

る
云
々
」

と
い
う

文
句
が
出
て
来
る
が
、
浄
土
宗
の

み
な

ら
ず
仏
數

自
体
心
中
や
自
殺
は
奨
励

し
て
い
な
い
。

で
は
何

故
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
起

つ
た
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、

こ

れ
を
述

べ
る
為
に
は
当
時

の
経
済
∵

社
会
生
活
等
を
述

べ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

「
心
中
天
網
島
」
が
成
立

し
た
時

は
享
保
の
改

革

以
後

で
あ
り
、
時
代

的
に
は
京
阪
町
人
の
没
落

期
に
あ
た

つ
て
い

る
。

一
般
町
人
の
没
落
期
に
於
て
小
町
人
の
社
会
も
固
定

し
、
そ

の
上
小
町
人
即
ち
庶
民
大
衆

に
は
封
建

的
な
拘
束

や
商
業
資
本
所

1flG、

資
本
主
義

か
ら
来

る
矛
盾
が

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
紙
屋
治
兵

衛
も

六
十
日
毎
に
問
屋

に
せ
め
ら
れ
る
小
町
人
で
あ
り
、
金

の
力

で
自
分
の
人
間
的
な
運
命

を
切
り
開

い
て
ゆ
け
ず
、
逆

に
自
分
の

運
命
を
金
の
た

め
に
破
滅

さ
せ
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ

し
て

更
に

「太
兵
衛

め
が
い
ん
げ
ん
こ
き
、
治
兵
衛
身
代

い
き

つ
い
て

の
、
金

に
手
詰

つ
て
な

ん
ど
と
、
大
阪
中
を
触
廻
り
、
問
屋
中
の

つ
き

合
に
も
、
面
を
ま
ぶ
れ
生

恥
か
く
」
ど
治
兵
衛
が

云
う
よ
う

に
封
建

社
会
に
於
て
は

「
商

売
仲
間
の
恥
」
が
重
ん

ぜ
ら
れ
て
い

た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
金
力

の
み
が
小
春

や
治
兵
衛
の
対
立

物
と
し
て
存
在

し
た
の
で
は
な
く
、
封
建
的
な
拘
束
も
彼
等
の
対

立
物

で
あ
つ
た
。
小

春
は
廓
と

い
う
封
建

的
な
13
ソ
グ
の
中
に
住

ん
で
い
る
女
で
あ
り
、
治
兵
衛

は
封
建

的
家
族
制
度
を
維
持
す

べ

き
立
場
の
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
従
兄
弟
ど
う
し
の
結
婚

で

あ
り
、
姑
は
叔
母
、
舅
は
叔
母
聟

と
い
う
血
縁
関
係
に
縛
ら
れ
て

い
る
。
彼
の
女
房
お
さ
ん
は
治
兵
衛

・
小
春

の
恋
愛
と
家
族
劇
度

の
対
立
の
中
に
置

か
れ
、
小
春
が
商
売
敵
の
太
兵
衛
に
請
出
さ
れ

れ
ば
夫

の
面
目
が

立
た
ず
、
商
売
上

に
も
関
係
す
る
。

こ
の
よ
う

に
金
銭

の
問
題
、
封
建
社
会
、
家
族
鰹

度
、
生
活
問
題
、
経
済
力

な
ど
と
小
春

・
治
兵
衛

の
恋
愛
等
の
矛

盾
が
お
さ
ん
の
上
に
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
治
兵
衛

が
、
小
春

を
請
出
し
た
ら

「そ
な
た

は
な

ん
と
な
る
」
と
の
問
を
出
す

と
、

こ
れ

に
対
し
、

お
さ
ん
は

「
ア
ツ
ア
そ
う
じ
や
、

ハ
テ
何
と
せ
う
。
子
供
の
乳
母
か
飯
焚
か

隠
居
な
り
と
も
し
ま
せ
う
」
と

い
う
。

こ
れ

は
そ
う
し
た
矛
盾
か

ら
吐
き
出
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
更

に
お
さ
ん
は
小
春
を

「
ア

ア
悲

し
や
こ
の
人
を
殺

し
て
は
女
同
志

の
義
理
が
立
た

ぬ
」

と
、

こ
の
よ
う

に

「
女

同
志
の
義

理
」

「
問
屋
仲
間
の
恥
」
と
男
の
意

地
、
そ
れ
に
二
年

余
り
夫
婦

関
係

を
お
さ
ん
と
結
ば
ず
小
春
を
肉

愛
し
て
い
る
治
兵
衛

と
小
春
と
の
恋
愛

が
破
綻
の
原
因
と
な

つ
て
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い
る

の
で
あ
る
。
そ

こ
で
小
春
と
治
兵
衛

は
義

理
に
せ
ま
ら
れ
て
、

心
中
直
前

に

「
こ
の
髪
あ
る
中

は
紙
屋
治
兵
衛

と

い
う
お
さ
ん
が

夫
冷
髪
切

つ
た
れ
ば
出
家
の
身

三
界
の
家
を
出
で
、
妻
子
珍
宝
不

随
者
の
法
師
、

お
さ
ん
と
い
ふ
女
房
な

け
れ
ば
、

お
ぬ
し
が
立

つ

る
義

理
も
な
し
…
…
う
き
毒

を
の
が
れ
し
尼
法
師
、
夫
婦
の
義

理

と
拡
俗
の
昔
、
と
て
も
の
こ
と
に
さ

つ
ば
り
と
」
と
云

つ
て
二
人

共
髪
を
切

つ
て

義
理
や
、
こ
の
三
界
の
浮
世
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ

る
が

「最
後

は
同
じ
時
な
が
ら
、
捨
身
の
晶
も
所

も
か

へ
お
さ
ん
に
立
て
抜
く
心
の
道
」
と
い
う
よ
う
に
最
後
ま
で

義
理
立

て
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
等

を
心
中
さ
せ
た
の
は

「
天
の
恥
と
我
が
義
理
」
の
み
で
な
く
、
享
保

の
頃
に
町
人
階
級

を
襲

つ
た
恐
怖
も
加
味
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
治
兵
衛
が
遊

女
の
た
め
に
消
費

に
赴
か
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
治
兵
衛
の
人
間
性

の
悲
劇
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
近
松
の
心
中

は
封

建
社
会
の
圧
迫
が
原
因
で
あ
る
。
近
松
は
心
中
せ
ざ
る
を
え
な

い

悲

し
い
愛

の
人

々
を
宗
教
的
罪
人
と
し
て
裁
か
ず
、
浄
土
教

の
世

界

か
ら
同
情

し
、
そ
の
死
相
を
浄
土
教
的
に
美
化

し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て

「風
さ
そ
ひ
く
る
念
仏
は
わ
れ

に
す
す
む
る
な
む

あ
み
だ
仏
、
彌
陀
の
利
剣

に
ぐ

つ
と
刺

さ
れ
」

(心
中
天
網
農
)

「南
無
阿
彌
陀
、
南
無
阿
彌
陀
、
南
無
阿
彌
陀
仏

と
く
り
通
し
、

縵
通
す
腕
先
も
、
弱
る
を
見
れ
ば
両
手

を
の
べ
、
断
末
魔
の
四
苦

八
苦
、
哀
と
い
ふ
も
余
り
あ
り
」

(曽
根
崎
心
中
)

こ
の
よ
う
に

近
松
の
心
中
物

の
ほ
と
ん
ど
が
下
巻
の
終
局
か
終
局

に
近
い
部
分

に
念
仏
の
声
が
出
て
来
る

の
で
あ
り
、

安
易
な
念
仏

に
よ

つ
て
悲

運

の
人
物
を
救
済

し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
即
ち
近
松
の

心
中
物
の
往
生
の
因
は
念
仏
で
あ
る
。
極
微
の
最
後
の

一
念
が
生

死
の
苦
悩
を
離
れ
永
遠
の
生
命

に
生
き
る
因
で
あ
る
。

し
か
し
心

中
人
物
は
現
曳
の
相
対
界

で
は
現
世
か

ら
見
捨
て
ら
れ
た
敗
北
者

で
あ
る
。
近
松

は
法
然
の
念
仏
多
善
根

の
教
え
と
観
経
の

「
光
明

遍
照
十
方
世
・界
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」

に
よ

つ
て
浄

土
教
的
輪
廻

信

仰
に
よ

つ
て
こ
の
二
人
を
互
に
永
遠

の
女
性
永
遠
の
男
性
と
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
往
生
さ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
選
択
集

の
念
仏
多
善
と
諸
仏
証
誠

の
と
こ
ろ
に
出

て
い
る
よ
う
に
、

一
心
不
乱
に
念
仏
を
申
せ
ば
臨

終
に
あ
た

つ
て
阿
彌
陀
極
楽
国

土
に
往
生
出
来
る

と
し
て
、
又

「
仏
滅
後
、

一
切
造
罪
凡
夫
但
廻
心
念
阿
彌
仏
、
願
生
浄
土
、
上

尽
百
年
、
下
至
七
日

一
日
、
十
声

一
声
等
、
命
欲
終
時
、
仏
与
肇

衆
自
来
迎
接
ヤ
即
得
往
生
云

々
」
と
、

こ
の
考
え
か
ら
享
保
の
没

落
期

に
お
け
る
小
町
人
ば
、

こ
の
恐
怖

の
三
界
か
ら
逃
れ
よ
う
と



0

と
し
て

い
る
の
で
あ

つ
て
、
そ

こ
で

「
風
さ
そ
ひ
来
る
念
仏

は
わ

5

れ

に
す
す
む
る
な
む
あ
み
だ
仏
」

と
い
う
よ
う
に
多
善
根

で
あ
る

十
夜
の
念
仏

を
聞
き

つ
つ
、

そ
の
念
仏

を
死
す
る
者
も
称

え

一
切

の
罪
を
捨

て
て
往
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て

「首
に
な
わ

を
引

つ
か
く
る
寺
の
念
仏
も
切
回
向
、
有
縁
無
縁
乃

至
法
界
、
平
等

の
声
を
限
り

に
樋
の
上
よ
り
、

一
蓮
托
生

な
む
あ

み
だ
仏
と
踏
み
は
ず
し
」
と
念
仏
の
利
益

に
よ

つ
て
小
春

と
治
兵

衛
を

一
蓮
托
生
さ
せ
て
、
近
松
は

「
す
ぐ

に
成
仏
得
脱
の
誓
ぴ
の

網
島
心
中
と
目
ご
と
に
、
涙
を
か
け
に
け
る
」
と

い
う
よ

う
に
社

会
か
ら
名
利
を
捨
て
さ
せ
ら
れ
た
、
金
利
に
貪
欲
な
元
禄
商
人
の

死
に
対

し
て
同
情
の
筆
を
も

つ
て
最
後
を

結
ん
で
い
る
。

鋤
`

_
_
,
.

近
松
は
こ
の
よ
う
に
小
春

・
治
兵
衛
の
受
難
の
深
刻
性
を
描

い

て
い
る
が
、
他
面
か
ら
見
れ
ば
、
治
兵
衛

の
女
房
お
さ

ん
の
受
難

が
、
む

し
ろ

「
天
網
島
」
の
悲
劇
の
本
質

で
あ
る
。

さ
て
心
中
物
全
体
を
見
る
と

「未
来

は
女
夫
」

と
、
未
来
の
光

明
を
認
知
出
来
る
が
、

こ
れ

は
徳
川
時
代

の
仏
教
思
想
か
ら
の
来

世
云
々
と

い
う
思
想
で
は
な
く
、

当
時

の
浄

瑠
璃
の
観
客

が
こ
れ

を
望

ん
だ
の
で
あ
り
筋
の
発

展
か
ら
こ
の
よ
う
な
認
知
が
成
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
代

の
社
会
で
の
心
中
は
主
に
生

活
難
や
家
庭
不
和
、
病
気
、
精
神
異
状
、
恋
愛
其
他
種
々
の
原
因

で
あ
る
が
、
元
禄
期

に
於
て
は
現
代

の
如
く
親
子
心
中
や

一
家
心

中
の
少
な

い
所
に
ま
だ
ま
だ
生
の
脅
迫
が
激

し
く
な
か

つ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
最
近
中

・
高
生
間
に

「
生
に
対
す

る
疑
問
」
と
い

う
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

こ
の
よ
う
な
心
理
と
宗

教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
大
い
に
研

究
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。
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