
日
蓮
に
と
っ
て
仏
教
経
典
、
こ
と
に
法
華
経
が
「
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
坂
部
恵
氏
が
い
う
〈
か
た
り
〉
に
即
し
て

考
察
し
、
そ
こ
に
法
華
経
と
日
蓮
の
関
係
構
造
を
理
解
し
た
。

ま
ず
、
「
か
た
り
」
と
い
う
言
語
行
為
は
「
は
な
し
」
と
い
う
行
為
と
異
な
り
、
プ
ロ
ッ
ト
（
筋
立
て
）
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
、

「
か
た
り
」
は
誤
り
、
隠
蔽
、
欺
購
、
自
己
欺
購
と
い
っ
た
主
体
者
の
意
識
の
屈
折
を
孕
ん
だ
、
「
は
な
し
」
よ
り
高
位
の
言
語
行
為
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
「
か
た
り
」
は
一
回
性
の
も
の
で
、
変
容
・
再
構
成
を
伴
う
も
の
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
坂
部
氏
は
言
語
行
為
の
位
相
に
つ
い
て
、
「
つ
げ
る
・
の
る
、
う
た
う
．
と
な
え
る
・
い
の
る
」
と
い
っ
た
垂
直
の
言
語
行

為
に
対
し
て
、
「
は
な
し
」
と
「
か
た
り
」
が
水
平
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
は
な
し
ｌ
か
た
り
ｌ
う
た
」
と
い
う
言
語

行
為
の
階
梯
を
設
定
す
る
。
こ
れ
は
下
へ
進
む
ほ
ど
二
重
化
的
超
出
な
い
し
二
重
化
的
統
合
の
度
合
い
、
意
識
の
屈
折
が
高
く
な
る
と
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
体
が
分
裂
し
や
す
い
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ラ
ン
ボ
ー
が
い
う
「
わ
た
し
は
一
個
の
他
者
で

あ
る
」
と
い
う
認
識
、
簡
単
に
は
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
と
い
う
区
分
が
顕
か
と
な
る
。

ま
た
、
「
か
た
り
」
が
関
係
し
う
る
時
間
は
過
去
で
あ
り
、
「
か
た
り
」
は
日
常
と
い
う
水
平
の
時
間
・
空
間
の
次
元
か
ら
、
記
憶
や
想
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日
蓮
遺
文
の
物
語
り
性
（
三
輪
）

像
力
の
時
空
の
垂
直
の
時
間
・
空
間
の
次
元
に
参
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
記
憶
や
想
像
力
の
世
界
と
「
ミ
ュ
ー
ト
ス
」
の
世
界
の

境
界
は
不
明
瞭
で
あ
り
な
が
ら
、
「
か
た
り
」
と
い
う
言
語
行
為
に
垂
直
性
を
見
い
だ
す
。
す
な
わ
ち
、
神
仏
と
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
言
語
行
為
で
あ
り
、
「
か
た
り
」
と
い
う
言
語
行
為
に
は
生
活
世
界
の
水
平
の
行
為
、
つ
ま
り
原
則
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
人

が
人
に
か
た
り
を
差
し
向
け
る
営
み
と
は
別
の
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
か
た
り
の
主
体
の
位
相
に
関
し
て
は
、
日

常
の
時
空
で
あ
る
水
平
な
行
為
と
、
記
憶
や
想
像
力
と
い
う
垂
直
の
時
空
の
境
界
に
位
置
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

「
む
か
し
」
と
「
い
ま
」
を
結
ぶ
時
間
は
垂
直
の
関
係
で
あ
り
、
神
話
的
世
界
に
き
わ
ま
る
記
憶
と
想
像
力
の
時
間
な
の
で
あ
る
が
、

「
い
ま
」
を
中
心
と
し
た
「
来
し
方
」
か
ら
「
行
く
末
」
へ
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
水
平
の
時
間
と
異
な
っ
て
、
「
む
か
し
」
と
「
い
ま
」

の
あ
い
だ
に
、
絶
対
的
な
異
質
性
と
原
理
的
な
反
復
不
可
能
性
、
不
可
逆
性
が
支
配
し
て
い
る
た
め
、
「
か
た
り
」
の
世
界
は
、
当
然
詩

的
機
能
や
、
ま
た
お
な
じ
く
垂
直
の
範
列
の
次
元
の
構
成
に
お
い
て
は
た
ら
く
「
隠
愉
的
」
な
想
像
力
を
必
要
と
し
、
メ
タ
フ
ァ
ー
な
ど

に
よ
っ
て
垂
直
の
言
語
を
日
常
の
水
平
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

法
華
経
を
こ
こ
に
い
う
「
か
た
り
」
と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
を
「
む
か
し
ｌ
い
ま
」
と
「
来
し
方
ｌ
い
ま
ｌ
行
く
末
」
が
交
わ
る
時
間

軸
上
に
の
せ
て
見
る
場
合
、
垂
直
の
時
間
で
あ
る
「
む
か
し
」
と
「
い
ま
」
の
境
界
に
日
蓮
と
い
う
存
在
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
場
合
、

日
蓮
の
遺
文
は
日
蓮
と
法
華
経
の
「
か
た
り
」
で
あ
り
、
水
平
の
言
語
行
為
と
し
て
あ
る
が
、
日
蓮
以
降
に
は
、
日
蓮
の
生
涯
を
記
述
し

た
垂
直
の
「
か
た
り
」
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
時
間
を
も
う
一
つ
遡
及
し
た
場
合
を
考
え
る
と
、
法
華
経
成
立
時
に
お
い
て
「
如
是
我
聞
」
の
行
為
者
は
、
法
華
経
を
か
た
る
主

体
者
と
し
て
、
「
い
ま
」
と
い
う
時
間
に
あ
り
な
が
ら
水
平
の
言
語
行
為
者
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
仏
の
「
か
た
り
」

が
「
む
か
し
」
と
い
う
垂
直
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
こ
こ
に
経
典
と
信
仰
者
と
の
時
代
の
経
過
が
織
り

(70）



こ
う
し
た
「
か
た
り
」
の
特
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
宗
教
に
お
け
る
物
語
の
効
用
を
確
認
す
る
と
、
物
語
と
は
世
界
の
中
に
生
起
す
る

現
象
の
説
明
原
理
で
あ
り
、
筋
立
て
を
持
つ
説
明
体
系
の
こ
と
で
、
独
自
の
体
系
化
や
分
類
の
働
き
を
持
ち
、
儀
礼
や
象
徴
の
背
後
に
存

在
し
て
、
人
生
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
実
世
界
の
現
象
が
偶
然
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
に

対
し
、
物
語
中
の
出
来
事
は
そ
の
時
間
上
に
必
然
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
物
語
が
、
個
別
性
か
ら
普
遍
性
、
あ
る
い
は
共
同
化
へ
と
移

行
可
能
な
「
か
た
り
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
な
れ
ば
、
物
語
は
現
実
の
出
来
事
に
原
因
と
結
果
を
意
味
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ

て
事
件
と
人
生
を
積
極
的
に
理
解
し
う
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

物
語
が
宗
教
の
中
で
果
た
す
役
割
と
は
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
物
語
が
現
実
に
生
じ
る
す
べ
て
の
行
為
と
出
来
事
の
範
型

に
な
る
こ
と
で
、
個
々
人
が
依
拠
す
べ
き
認
識
と
感
情
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
物
語
に
記

述
さ
れ
て
い
る
行
為
に
自
ら
の
行
為
を
同
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
価
値
と
意
味
を
テ
キ
ス
ト
の
中
に
先
取
り
す
る
こ
と

で
あ
り
、
「
規
範
の
意
味
づ
け
」
と
も
言
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
エ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
よ
う
に
、
あ
る
種
共
同
体
を
統
括
す
る
よ
う

な
権
威
的
言
説
と
な
る
。
こ
れ
は
物
語
が
フ
ァ
ル
ス
と
し
て
作
用
し
、
フ
ロ
イ
ト
的
に
は
超
自
我
の
形
成
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
、
物

語
に
よ
る
倫
理
の
形
成
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
個
々
人
に
生
じ
た
出
来
事
の
う
ち
、
こ
の
範
型
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
思
え
る
出
来
事
を
、
紡
ぎ
出
さ
れ
る
物
語
の
全

体
的
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
来
事
と
人
生
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
個
人
が
体
験
す

る
病
気
や
事
故
、
災
難
に
関
す
る
物
語
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
出
来
事
を
理
解
す
る
の
に
準
拠
し
て
い
た
解
釈
枠
と
は
別
な
枠
組

日
蓮
遺
文
の
物
語
性
（
三
輪
）

な
す
重
層
的
な
位
相
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

(汀）



日
蓮
遺
文
の
物
語
り
性
（
三
絵
）

み
で
あ
る
物
語
の
中
に
、
そ
の
出
来
事
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
か
ら
一
定
の
距
離
を
と
り
、
自
身
が
与
え
て
い
た
解

釈
の
重
圧
を
取
り
除
き
、
解
放
す
る
役
割
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
個
人
の
要
素
で
あ
る
出
来
事
を
垂
直
の
言
語
行
為
で
あ
る
物
語

の
中
に
配
置
し
直
す
こ
と
で
、
出
来
事
の
意
味
を
理
解
し
、
経
験
を
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
的
な
出
来
事
と
し
て
相
対
化
し
て
見

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
癒
し
の
意
味
づ
け
」
と
も
い
え
、
同
時
に
「
虚
構
」
「
想
像
」
で
あ
る
物
語
が
、
社
会
的
。

６
、
社
会
的
・
自
然
的
相
互
作
用
や
関
わ
り
合
い
と
い
う
地
平
内
で
生
じ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
垂
直
の
言
語
行
為
」
と
し
て
の
宗
教
的
物
語
や
神
話
の
理
解
は
、
私
た
ち
の
日
常
経
験
と
自
分
自
身
の
「
水
平

の
言
語
行
為
」
と
し
て
の
物
語
構
文
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
構
成
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
日
常
経
験
の
本
質
や
形
態
を
表
現
し
た
り
、

発
言
し
た
り
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
切
な
人
間
理
解
の
形
式
を
提
示
す
る
。

宗
教
的
物
語
が
坂
部
氏
の
い
う
「
垂
直
の
言
語
行
為
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
今
ひ
と
つ
、
こ
の
物
語
を
受
容
す
る
側
の
、
「
水
平
の
言

語
行
為
」
と
し
て
の
主
体
的
物
語
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
「
水
平
の
言
語
行
為
」
と
し
て
の
物
語
の
特
徴
は
、

１
、
行
動
が
目
指
す
目
標
を
内
に
含
む

２
、
行
為
を
遂
行
す
る
一
人
あ
る
い
は
複
数
の
主
体
を
巻
き
込
む

３
、
主
体
者
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
の
か
を
理
解
す
る
際
の
動
機
を
指
摘
す
る
（
因
果
関
係
）

４
、
主
体
者
の
解
釈
学
的
立
場
を
示
し
な
が
ら
性
格
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
描
き
出
す

５
、
文
脈
上
に
’
す
な
わ
ち
す
で
に
起
こ
っ
た
（
過
去
の
）
行
為
と
ま
だ
起
き
て
い
な
い
（
未
来
の
）
行
為
と
い
う
時
間
的
な
地

現
実
的
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

平
内
に
ｌ
位
置
づ
け
る

（〃）



日
蓮
的
に
言
い
換
え
る
と
、
法
華
経
が
宗
教
的
物
語
や
、
さ
ら
に
は
神
話
の
域
に
ま
で
到
達
す
る
た
め
に
は
、
現
実
の
行
為
者
で
あ
る

法
華
経
の
信
仰
体
験
者
Ⅱ
法
華
経
の
実
践
者
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
か
た
ら
れ
る
物
語
が
、
法
華

経
を
現
実
世
界
に
神
話
と
し
て
構
築
さ
せ
、
翻
っ
て
我
々
に
基
づ
く
現
象
全
て
を
意
味
づ
け
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

宗
教
的
時
間
で
あ
る
経
典
内
の
時
間
を
現
実
の
時
間
に
す
る
に
は
、
経
典
を
物
語
と
し
て
読
む
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

宗
教
的
物
語
は
、
こ
う
し
て
神
話
と
な
り
、
様
々
な
人
々
に
機
能
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
精
神
分
析
の
分
野
で
は
神
話
の

機
能
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

Ｉ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
の
形
成

Ⅳ
、
非
科
学
的
（
神
秘
的
）
思
考

Ｉ
．
Ⅱ
．
Ⅲ
に
関
し
て
い
え
ば
、
倫
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
特
に
Ｉ
に
関
し
て
は
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
が
指

摘
す
る
「
物
語
的
自
己
同
一
性
」
（
匙
の
ご
威
芯
目
弓
昌
茸
の
）
の
こ
と
で
あ
り
、
リ
ク
ー
ル
は
個
人
ま
た
は
共
同
体
の
自
己
同
一
性
と
は
、

こ
の
行
為
を
し
た
の
は
だ
れ
か
、
だ
れ
が
そ
の
行
為
者
か
、
張
本
人
か
に
答
え
る
こ
と
だ
と
言
う
。

更
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
物
語
の
世
界
は
、
隠
嶮
的
な
想
像
力
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
坂
部
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

心
理
学
的
に
も
物
語
の
世
界
自
体
を
隠
嶮
と
し
て
考
え
、
実
際
心
理
医
療
の
現
場
で
は
、
メ
ル
ヘ
ン
と
い
う
物
語
に
よ
っ
て
癒
し
を
得
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
法
華
経
全
体
の
説
示
が
現
実
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
解
釈
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
も
こ
の
メ

日
蓮
遺
文
の
物
語
性
（
三
輪
）

Ⅲ
、
道
徳
的
価
値
観
の
定
着

Ⅱ
、
共
同
体
意
識
の
形
成

(汚）



こ
う
し
て
日
蓮
と
法
華
経
の
関
係
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
も
う
一
つ
時
間
を
日
蓮
以
降
へ
ず
ら
し
た
場
合
、
や
が
て
日
蓮

の
遺
文
が
後
世
の
人
々
に
物
語
と
し
て
機
能
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
た
て
ら
れ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
日
蓮
遺
文
と
い

う
水
平
の
「
か
た
り
」
が
物
語
と
し
て
歴
史
上
に
垂
直
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
大
前
提
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
水
平

の
か
た
り
で
あ
る
物
語
と
歴
史
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
野
家
啓
一
氏
の
説
を
参
考
に
考
察
し
て
み
た
い
。

日
蓮
遺
文
の
物
語
り
性
（
三
輪
）

タ
フ
ァ
ー
を
重
視
し
た
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
隠
嶮
こ
そ
が
言
語
の
創
造
性
の
も
っ
と
も
明
瞭
な
表
現
方
法
で
あ
り
、
互
い
に
離
れ
て

い
て
異
質
な
二
つ
の
意
味
論
的
場
を
衝
突
さ
せ
て
、
異
例
の
属
性
賦
与
を
行
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
に
隠
嶮
と
物
語
と
の

共
通
部
分
と
し
て
、
言
語
に
お
け
る
意
味
論
的
改
革
に
関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
水
平
と
垂
直
の
か
た
り
の
境
界
で
、

言
語
行
為
の
意
味
論
的
改
革
が
、
換
言
す
れ
ば
隠
嶮
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
に
と
っ
て
法
華
経
が
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、
自
身
の
行
動
を
法
華
経
の
経
文
を
も
っ
て
意
味
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。

そ
の
際
に
は
、
多
く
の
経
典
や
論
書
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
日
蓮
に
と
っ
て
は
仏
教
経
典
全
て
が
物
語
性
を
も
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
物
語
と
時
間
と
い
う
関
係
に
即
し
て
、
物
語
が
時
間
と
い
う
軸
に
具
現
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
五
義
を
唱
え
た
日
蓮
に
と
っ

て
法
華
経
だ
け
が
生
涯
の
現
象
を
説
明
し
う
る
、
も
っ
と
も
密
接
な
言
説
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

野
家
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

脈
絡
を
欠
い
た
出
来
事
は
、
物
理
的
出
来
事
で
は
あ
れ
、
歴
史
的
出
来
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
出
来
事
は
他
の
出
来
事
と
の

連
関
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
「
事
実
そ
の
も
の
」
を
同
定
す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
必
要
と

し
、
「
物
語
文
」
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

("）



つ
ま
り
、
「
物
語
行
為
」
と
は
、
「
出
来
事
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
時
間
系
列
」
と
い
う
要
件
を
供
え
た
言
語
行
為
で
あ
り
、
「
虚
構
」
と

「
事
実
」
の
両
方
の
領
域
に
及
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
「
自
分
の
魂
の
歴
史
」
を
忠
実
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
私
」
し
か
い
な
い
。
こ
の
自
己
の
経
験
を
伝
承
し
、
あ
る
意
味
で

共
同
化
す
る
言
語
装
置
を
「
物
語
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歴
史
的
出
来
事
と
し
て
の
経
験
を
語
る
た
め
に
行
わ
れ
る
作
業

は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
体
験
を
写
す
の
で
は
な
く
、
記
憶
に
よ
っ
て
想
起
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
歴
史
的
事
実
」
な
る
も

の
は
絶
え
ざ
る
「
解
釈
学
的
変
形
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
「
か
た
り
」
こ
そ
、
歴
史
的
叙
述
と
し
て
の
物
語
で
あ
り
、
様
々
な
体
験
、
歴
史
的
出
来
事
が
物
語
に
よ
っ

て
時
間
と
し
て
堆
積
す
る
。
こ
の
一
連
の
説
を
端
的
に
表
し
た
も
の
が
、
野
家
氏
が
示
す
次
の
６
つ
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

（
１
）
過
去
の
出
来
事
や
事
実
は
客
観
的
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
想
起
」
を
通
じ
て
解
釈
学
的
に
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

（
２
）
歴
史
的
出
来
事
と
歴
史
叙
述
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
文
脈
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。
〔
歴
史
の
現
象
主
義
］

（
３
）
歴
史
叙
述
は
記
憶
の
「
共
同
化
」
と
「
構
造
化
」
を
実
現
す
る
言
語
的
制
作
（
ポ
エ
ー
シ
ス
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
［
歴
史
の

日
蓮
遺
文
の
物
語
性
（
三
輪
）

過
去
の
出
来
事
Ｅ
１
は
、
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
出
来
事
Ｅ
２
と
新
た
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
観
点
か
ら
再
記
述

さ
れ
、
新
た
な
性
質
を
身
に
帯
び
る
。
そ
れ
ゆ
え
物
語
文
は
、
諸
々
の
出
来
事
の
間
の
関
係
を
繰
り
返
し
記
述
し
直
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
を
幾
重
に
も
重
層
化
し
て
行
く
一
種
の
「
解
釈
装
置
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
事

実
」
な
る
も
の
は
、
絶
え
ざ
る
「
解
釈
学
的
変
形
」
の
過
程
を
通
じ
て
濾
過
さ
れ
沈
殿
し
て
い
っ
た
共
同
体
の
記
憶
の
よ
う
な
も
の

て
、
わ
塑

実
」
な
ブ

で
あ
る
。

る
。
［
歴
史
の
反
実
在
論
］

(巧）



実
際
に
、
そ
の
物
語
性
を
日
蓮
遺
文
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

①
『
清
澄
寺
大
衆
中
』
（
昭
和
定
本
二
三
三
～
四
頁
）

ハ

ヘ

○
ン
。
ン

生
身
の
虚
空
蔵
菩
薩
よ
り
大
智
慧
を
給
り
し
事
あ
り
き
。
日
本
第
一
の
智
者
と
な
し
給
と
申
せ
し
事
を
不
便
と
や
思
食
け
ん
。
明
星

ク

ヒ

の
如
な
る
大
宝
珠
を
給
て
右
の
袖
に
う
け
と
り
し
候
し
故
に
、
一
切
経
を
見
候
し
か
ぱ
八
宗
並
に
一
切
経
の
勝
劣
を
粗
是
を
知
り
ぬ
。

リ

ス

（
中
略
）
此
悪
真
言
か
ま
く
ら
（
鎌
倉
）
に
来
て
、
又
日
本
國
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
す
。
其
上
、
禅
宗
・
浄
土
宗
な
ん
ど
と
申
は
又
い

ス

テ
ル

う
ば
か
り
な
き
僻
見
の
者
な
り
。
此
を
申
さ
ば
必
日
蓮
が
命
と
成
く
し
と
存
知
せ
し
か
ど
も
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
御
恩
を
ほ
う
（
恩
）

ノ
ノ

ス

ぜ
ん
が
た
め
に
、
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
、
安
房
國
東
條
郷
清
澄
寺
道
善
之
房
持
仏
堂
の
南
面
に
し
て
、
浄
円
房
と
申
者
並
に

ノ

ス

ヒ

少
々
大
衆
に
こ
れ
を
申
し
は
じ
め
て
、
其
後
二
十
余
年
が
間
退
転
な
く
申
。
或
は
所
を
追
出
さ
れ
、
或
は
流
罪
等
、
昔
は
聞
く
不
軽

ワ

ク

菩
薩
の
杖
木
等
。
今
は
見
る
日
蓮
が
刀
剣
に
当
る
事
を
。
日
本
國
の
有
智
無
智
上
下
万
人
の
云
、
日
蓮
法
師
は
古
の
論
師
・
人
師
・

テ
ク

大
師
・
先
徳
に
す
ぐ
る
べ
か
ら
ず
と
。
日
蓮
こ
の
不
審
を
は
ら
さ
ん
が
た
め
に
、
正
嘉
・
文
永
の
大
地
震
大
長
星
を
見
て
勘
へ
云
、

ツ

我
朝
に
二
の
大
難
あ
る
べ
し
。
所
謂
自
界
叛
逆
難
・
他
國
侵
逼
難
也
。

②
「
開
目
抄
」
（
昭
和
定
本
五
九
○
頁
）

（
４
）
過
去
は
未
完
結
で
あ
り
、
い
か
な
る
歴
史
叙
述
も
改
訂
を
免
れ
な
い
。
［
歴
史
の
全
体
論
（
ホ
ー
リ
ズ
ム
）
］

（
５
）
時
は
流
れ
な
い
。
そ
れ
は
積
み
重
な
る
。
［
サ
ン
ト
リ
ー
Ｃ
Ｍ
・
テ
ー
ゼ
］

（
６
）
物
語
り
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
［
歴
史
の
遂
行
論
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
］

物
語
論
］

日
蓮
遺
文
の
物
語
り
性
（
三
輪
）
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ま
た
「
開
目
抄
」
で
は
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
い
え
、
確
実
に
主
体
の
分
裂
し
た
表
現
、
「
書
き
手
」
と
「
語
り
手
」
の
分
裂
も
な
さ
れ
て

お
り
、
わ
ず
か
二
カ
所
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
「
か
た
り
」
と
し
て
の
遺
文
、
物
語
と
し
て
の
遺
文
の
姿
が
看
取
で
き
る
。

そ
し
て
口
承
と
し
て
の
物
語
が
音
声
言
語
、
文
字
と
し
て
表
さ
れ
た
物
語
が
文
字
言
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
書
状
と
し
て
の
日
蓮
遺
文
は
、

言
語
的
に
は
ほ
ぼ
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
物
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
特
定
の
人
間
に
宛
て
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
解
釈
上
の
意
味

は
、
誤
配
性
の
低
い
、
当
初
一
定
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
教
団
内
で
共
有
Ⅱ
共
同
化
す
る
な
ら
ば
、
パ
ロ
ー

ル
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
間
を
揺
ら
ぐ
こ
と
と
な
り
、
小
説
の
よ
う
な
文
字
言
語
よ
り
は
、
誤
配
性
が
高
い
音
声
言
語
に
近
く
な
る
。
つ

日
蓮
遺
文
の
物
語
性
（
三
輪
）

。
ン

一

一

已
上
五
ヶ
の
鳳
詔
に
を
ど
ろ
き
て
勧
持
品
の
弘
経
あ
り
。
明
鏡
の
経
文
を
出
て
当
世
の
禅
・
律
・
念
仏
者
・
並
諸
檀
那
の
誇
法
を
し

ら
し
め
ん
。
日
蓮
と
い
ゐ
し
者
は
去
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
時
に
頚
は
ね
ら
れ
ぬ
。
此
は
魂
塊
佐
土
の
國
に
い
た
り
て
返
年
の
二
月

雪
中
に
し
る
し
て
、
有
縁
の
弟
子
へ
を
く
れ
ば
、
を
そ
る
し
く
て
を
そ
る
し
か
ら
ず
。
み
ん
人
已
か
に
を
ぢ
ず
ら
む
。
此
は
釈
迦
・

フ

多
宝
・
十
方
の
諸
仏
の
未
来
日
本
國
当
世
を
う
つ
し
給
明
鏡
な
り
。
か
た
み
と
も
み
る
べ
し
。

例
え
ば
日
蓮
五
五
才
で
書
か
れ
た
「
清
澄
寺
大
衆
中
」
に
は
、
幼
年
期
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
生
身
の
虚
空
蔵
菩
薩
に
智
慧
を
給

わ
っ
た
こ
と
、
そ
の
虚
空
蔵
菩
薩
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
諸
宗
批
判
と
法
華
経
の
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
説
い
た
こ
と
、
万
民
が
日
蓮
を
信

じ
ず
、
そ
の
不
審
を
は
ら
す
た
め
に
二
つ
の
大
難
を
予
言
し
た
こ
と
な
ど
が
、
当
時
の
出
来
事
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
佐
前
の
日
蓮
遺
文
の
初
期
に
位
置
す
る
『
立
正
安
国
論
」
「
安
国
論
御
勘
由
来
」
な
ど
で
は
、
比
較
的
客
観
的
に
当
時

の
様
子
を
描
写
す
る
説
示
が
多
く
、
関
戸
堯
海
氏
に
よ
っ
て
「
吾
妻
鏡
」
と
の
記
述
と
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い

る
。
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
日
蓮
が
生
涯
に
お
け
る
様
々
な
出
来
事
を
説
く
場
合
に
異
な
っ
た
説
相
が
確
認
で
き
、
こ
こ
に
物
語
と
し
て

の
特
質
が
指
摘
で
き
る
。
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日
蓮
遺
文
が
物
語
と
し
て
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
役
割
も
、
先
述
し
た
の
と
同
様
の
も
の
が
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、
遺
文
が
物
語
と
し
て
受
容
す
る
主
体
者
の
現
実
経
験
と
遺
文
と
の
関
係
を
抽
出
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
主
体
の
物
語
が
果
た
し
て
法
華
経
な
の
か
、
そ
れ
と
も
日
蓮
遺
文
な
の
か
、
あ
る
い
は
宗
教
的
物
語
以
外
の
も
の
な
の
か
と
い
う
差

異
も
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

日
蓮
遺
文
の
物
語
り
性
（
三
輪
）

ま
り
、
遺
文
が
様
々
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
、
発
散
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
収
束
す
る
も
の
は
読
者
に
な
る
。
こ

れ
を
「
読
者
の
収
數
」
と
い
う
わ
け
だ
が
、
物
語
の
特
徴
は
そ
の
よ
う
な
ズ
レ
を
必
然
的
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

ま
た
も
う
一
つ
の
ズ
レ
の
特
徴
は
、
「
作
者
の
不
在
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
物
語
が
反
独
創
性
・
無
名
性
・
匿
名
性
を

帯
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
日
蓮
遺
文
は
こ
の
特
性
に
関
し
て
は
全
く
逆
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
蓮
」
と
い
う
署
名
Ⅱ
独
創
性

が
、
日
蓮
遺
文
を
共
同
化
し
た
物
語
に
す
る
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
署
名
故
に
、
偽
書
と
い
う
新
し
い
物
語
を
も
継
承
せ
し

め
た
の
で
あ
る
。

〈
参
考
文
献
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た
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九
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）
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島
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巳
著
『
フ
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ル
ド
と
し
て
の
宗
教
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験
』
（
法
蔵
館
、
一
九
八
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年
）

・
竹
沢
尚
一
郎
著
「
宗
教
と
い
う
技
法
１
１
物
語
論
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ア
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ロ
ー
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」
（
勁
草
書
房
、
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九
九
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年
）

・
ポ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
ク
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マ
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著
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小
松
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子
訳
「
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ド
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ー
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司
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米
博
訳
「
物
語
と
時
間
Ⅲ
」
（
新
曜
社
、
一
九
九
○
年
）
。

（
閻
巳
国
Ｏ
Ｂ
員
》
白
の
日
冨
ｇ
Ｈ
の
。
諄
“
”
⑮
、
席
蔚
ョ
冨
昌
８
息
・
↓
臣
旨
○
口
、
合
貯
邑
雪
ら
忠
ゞ
）

・
森
省
二
、
森
恭
子
著
「
物
語
が
こ
こ
ろ
を
癒
す
」
（
大
和
書
房
）

．
「
旨
凋
Ｏ
メ
ル
ヘ
ン
の
深
層
」
（
一
九
九
六
年
四
月
）

・
野
家
啓
一
著
「
物
語
の
哲
学
ｌ
ｌ
柳
田
國
男
と
歴
史
の
発
見
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）

．
関
戸
堯
海
「
「
立
正
安
国
論
」
と
「
吾
妻
鏡
Ｅ
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
四
十
五
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
）

日
蓮
遺
文
の
物
語
性
（
三
輪
）

(79）


