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僧
の
物
語 

 
 

 
 

こ
れ
は
あ
る
人
の
語
る
よ
も
や
ま
話
で
あ
る
。
当
人
は
、
ま
だ
年
号
が
使
わ
れ
て
い
た
昔
、
地
平
ら
か
に

 
 

 

天
成
る
時
代
に
聞
い
た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
蝶
だ
っ
た
と
ほ
の
め
か
す
そ
の
人
物
の
素
生
は
、
わ
た

 
 

 

し
に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
話
の
出
ど
こ
ろ
も
確
か
で
な
い
。
け
れ
ど
も
、
と
き
た
ま
聞
く
話
の
な
か
に
は

 
 

 

内
容
に
味
わ
い
が
あ
り
、
文
字
に
す
る
の
が
お
も
し
ろ
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
短
い
小
説
つ
ま
り
街
談
巷
語

 
 

 

道
聴
塗
説
の
掌
篇
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
、
仮
に
「
小
小
説
拾
遺
」
と
名
づ
け
て
収
録
す
る
。 

  

そ
の
こ
ろ
、
説
法
が
じ
ょ
う
ず
だ
と
評
判
を
と
っ
た
僧
が
い
た
。
住
持
を
務
め
る
寺
の
あ
る
国
だ
け
で

な
く
、
近
隣
の
数
国
の
中
で
も
最
年
長
の
説
教
僧
で
あ
っ
た
。
人
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
歳
は
九
十
に
近

か
っ
た
。
和
尚
の
説
教
を
聴
い
た
と
い
う
人
々
の
話
を
つ
づ
り
合
わ
せ
る
と
、
真
偽
は
分
か
ら
な
い
が
、

な
か
な
か
数
奇
な
因
縁
の
人
生
が
浮
か
び
上
が
る
。
寺
に
生
ま
れ
て
十
二
人
の
子
の
な
か
の
末
弟
で
あ
っ

た
ら
し
い
。 

 

こ
れ
を
聞
い
て
も
、
そ
の
国
の
現
代
人
な
ら
不
思
議
に
は
思
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
ス
パ
ニ
ア

の
人
な
ら
眉
に
唾
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
高
麗
や
越
で
も
、
僧
が
妻
を
も
つ
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
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た
。
僧
が
結
婚
す
る
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
大
そ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
北
欧
に
結
婚
す
る
僧
が
現
わ
れ
る

に
つ
い
て
は
、
宗
教
戦
争
と
い
う
血
み
ど
ろ
の
戦
い
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
国
の
僧
が
、

結
婚
し
一
家
を
な
し
て
寺
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
つ
い
百
五
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
先
例

に
な
っ
た
の
は
革
命
的
な
宗
教
家
で
あ
っ
た
。
宗
教
家
と
言
っ
た
の
は
、
結
婚
し
た
そ
の
人
物
は
僧
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
前
は
都
の
東
北
の
大
寺
の
僧
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
寺
の
知
恵
第
一
と
言
わ
れ

た
上
人
が
巷
に
出
て
徹
底
し
て
単
純
な
教
え
を
説
き
始
め
る
と
、
そ
の
人
に
従
っ
た
。
旧
仏
教
の
僧
た
ち

が
、
朝
廷
に
そ
の
集
団
を
弾
圧
さ
せ
る
。
師
や
弟
子
た
ち
は
僧
籍
を
剝
奪
さ
れ
、
各
地
に
流
刑
に
処
さ
れ

た
。
僧
で
は
な
い
と
さ
れ
た
人
は
配
所
の
生
活
で
妻
を
も
っ
た
が
、
剃
髪
し
た
ま
ま
非
僧
非
俗
の
愚
禿
と

称
し
、
師
の
教
え
を
さ
ら
に
つ
き
つ
め
て
革
命
的
な
宗
教
家
に
な
っ
た
。
流
刑
を
解
か
れ
る
と
、
愚
禿
は

教
え
を
説
い
て
回
る
。
時
を
経
て
、
血
脈
が
そ
の
信
仰
を
唱
道
し
、
い
つ
の
ま
に
か
押
し
も
押
さ
れ
も
せ

ぬ
教
団
に
な
る
と
、
そ
の
宗
派
の
僧
が
妻
帯
す
る
こ
と
を
と
が
め
る
者
は
無
く
な
っ
た
。
そ
し
て
百
五
十

年
前
の
政
変
で
、
他
の
宗
派
の
僧
も
そ
れ
を
真
似
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

話
が
脇
道
に
そ
れ
た
け
れ
ど
も
、
和
尚
が
嘆
く
に
は
、
そ
の
こ
ろ
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
解
説
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
世
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
十
二
人
の
子
と
い
う
の
は
多
い
。
十
六
人
の
子
を
産
ん

だ
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
よ
う
な
女
性
は
め
っ
た
に
い
な
い
か
ら
、
じ
つ
は
そ
の
子
た
ち
は
二
人
の
妻
か

ら
生
ま
れ
た
そ
う
だ
。
和
尚
の
父
は
小
さ
な
寺
の
僧
だ
っ
た
が
、
大
し
た
人
物
だ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
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の
郡
守
の
ま
つ
り
ご
と
を
助
け
て
街
道
を
整
備
す
る
の
に
奔
走
し
、
ま
た
ほ
か
の
公
事
に
も
尽
く
し
た
。

寺
に
は
二
人
の
妻
が
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
の
国
は
イ
ス
ラ
ム
国
で
は
な
か
っ
た
か

ら
、
一
人
が
国
法
上
の
妻
で
も
う
一
人
は
妻
で
は
な
か
っ
た
。
い
く
ら
妻
を
め
と
る
こ
と
の
で
き
る
宗
派

の
僧
だ
と
し
て
も
、
寺
に
二
人
の
女
性
を
入
れ
る
こ
と
に
は
ま
わ
り
の
人
々
が
眉
を
ひ
そ
め
る
。
門
徒
が

し
だ
い
に
減
り
、
数
え
て
み
れ
ば
つ
い
に
は
二
十
数
家
と
い
う
あ
り
さ
ま
。 

 

寺
は
貧
窮
し
た
が
、
父
は
な
ん
と
か
、
男
の
子
た
ち
を
都
の
戒
壇
院
に
送
り
出
し
、
僧
に
し
た
。
格
式

あ
る
よ
う
に
戒
壇
院
と
言
っ
た
が
、
僧
籍
を
剝
奪
さ
れ
た
人
の
始
め
た
教
団
は
、
大
学
と
よ
ば
れ
る
教
育

機
関
を
つ
く
っ
て
僧
を
養
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
別
の
こ
と
で
は
な
く
、
ほ
か
の
大
き
な
教
団
も

み
な
大
学
を
擁
し
て
い
た
。
当
時
は
末
世
だ
か
ら
そ
も
そ
も
戒
壇
院
な
ど
は
存
在
し
な
く
て
、
僧
に
な
り

た
い
も
の
は
だ
れ
で
も
簡
単
に
な
れ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
、
い
な
か
に
職
を
得
ら
れ
な
く
て
た
く
さ
ん

の
人
々
が
大
き
な
町
に
出
た
が
、
墓
土
地
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
悪
知
恵
の
は
た
ら
く
者
が
、
名
も

知
ら
れ
な
い
寺
で
数
日
過
ご
し
た
だ
け
で
印
可
を
得
た
と
称
し
て
僧
に
な
り
、
新
し
く
寺
を
開
い
て
墓
地

を
売
り
出
す
こ
と
も
起
き
る
し
ま
つ
で
あ
っ
た
。
じ
つ
に
お
そ
れ
い
っ
た
世
で
は
あ
っ
た
。 

  

和
尚
は
、
説
教
の
あ
い
ま
に
は
身
の
う
え
話
を
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
妻
は
七
歳
年
上
だ
と
い
う
。

ど
う
も
、
そ
の
人
は
寺
を
継
い
だ
兄
の
妻
だ
っ
た
人
ら
し
い
。
兄
が
い
く
さ
か
な
に
か
で
亡
く
な
っ
て
、
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和
尚
が
寺
と
兄
嫁
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
く
と
ま
た
、
若
い
人
た
ち
の
な
か

に
は
嫌
悪
の
念
を
い
だ
く
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
高
原
か
ら
海
を
渡
っ
た
片
州

ま
で
、
東
方
の
国
々
で
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
巷
間
の
箱
芝
居
で
評
判
を
と
っ
た

ド
ラ
マ
に
、
立
派
な
教
育
者
の
妹
を
題
材
に
し
て
、
姉
が
亡
く
な
る
と
そ
の
夫
の
と
こ
ろ
へ
嫁
い
だ
と
い

う
物
語
が
あ
っ
た
。
そ
の
妹
も
再
婚
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
和
尚
の
人
生
が
、
十
一
歳
も
年
上
の
一
度
離

婚
し
た
女
性
を
妻
に
し
た
ラ
イ
オ
ン
、
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
の
ヘ
ン
リ
ー
二
世
と
く
ら
べ
て
、
波
乱
が

少
な
か
っ
た
と
は
だ
れ
に
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 

実
際
、
和
尚
が
お
も
し
ろ
お
か
し
く
自
分
の
こ
と
を
語
る
な
か
に
、
多
く
の
苦
労
を
高
齢
に
な
る
ま
で

に
よ
く
消
化
し
て
、
人
生
を
深
く
受
け
と
め
て
い
る
よ
う
す
が
表
わ
れ
て
い
た
。
年
上
の
妻
を
大
切
に
し

て
い
る
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
た
。
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
壮
年
の
息
子
を
失
っ
た
こ
と
も
淡
々
と
語
る
の
で

あ
っ
た
。
し
ぶ
い
が
よ
く
通
る
大
き
な
声
で
、
闊
達
な
口
調
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
聞
か
れ
な

く
な
っ
て
い
た
が
、
節
を
つ
け
て
説
教
す
る
説
教
節
を
語
る
こ
と
も
で
き
た
。
息
子
や
ほ
か
の
僧
に
説
教

節
を
伝
授
し
よ
う
と
し
た
が
、
受
け
継
げ
る
者
は
結
局
出
な
か
っ
た
と
い
う
。
地
元
の
法
座
で
は
、
そ
こ

の
方
言
で
親
し
み
や
す
く
語
っ
た
。
身
を
お
と
し
め
て
聴
衆
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
パ
チ
ン
コ
に
も
行
く

し
、
町
の
中
心
部
の
居
酒
屋
に
も
行
っ
て
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
や
別
の
寺
の
住
職
と
大
い
に
飲
む
、

な
ど
な
ど
。
殺
生
を
禁
じ
ら
れ
た
僧
の
身
で
あ
り
な
が
ら
魚
釣
り
に
も
行
き
、
人
々
か
ら
う
し
ろ
指
を
さ
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さ
れ
る
と
白
状
も
す
る
。
法
座
の
椅
子
か
ら
立
っ
て
、
聴
く
人
に
近
づ
き
、
そ
の
前
の
畳
に
腰
を
お
ろ
し

て
語
っ
た
り
、
何
か
を
け
な
し
た
り
す
る
と
き
に
は
、
足
で
蹴
る
よ
う
な
し
ぐ
さ
を
し
て
、
墨
染
め
の
衣

の
す
そ
か
ら
脛
が
見
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

  

し
か
し
、
聴
衆
を
引
き
つ
け
る
話
題
を
ま
じ
え
た
話
法
を
よ
く
聴
け
ば
、
革
命
的
な
宗
教
家
の
説
い
た

「
信
」
を
的
確
に
語
っ
て
、
信
仰
心
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
聴
者
の
な
か
か
ら
し
だ

い
に
こ
の
和
尚
を
慕
う
人
の
数
が
増
え
、
説
教
を
聴
く
の
が
楽
し
み
な
フ
ァ
ン
ま
で
生
ま
れ
た
。
父
の
代

に
衰
退
し
た
寺
は
復
興
し
た
。
活
動
的
な
和
尚
の
評
判
は
遠
国
に
ま
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
講
師
を

依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
つ
い
に
は
他
国
に
寺
を
建
立
し
、
そ
の
門
徒
の
数
は
元
来
の
寺
の
何
倍

に
も
達
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

自
身
も
同
様
の
生
活
を
送
り
庶
民
の
暮
ら
し
を
理
解
し
て
い
る
和
尚
は
、
高
齢
に
な
る
と
口
を
は
ば
か

る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
、
考
え
を
直
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
民
主
主
義
と
か

い
う
も
の
を
真
似
て
、
科
挙
の
代
わ
り
に
入
れ
札
で
政
府
の
高
官
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
そ
の
国
で
、

和
尚
の
寺
は
時
の
宰
相
の
本
貫
の
近
く
に
あ
っ
た
。
も
ろ
こ
し
に
倣
っ
て
、
先
祖
が
離
れ
た
土
地
を
本
貫

と
す
る
策
が
有
利
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
入
れ
札
が
行
な
わ
れ
る
前
日
に
、
た
ま
た
ま
郡
内
の
寺
で

説
教
し
た
和
尚
は
、
入
れ
札
に
は
「
バ
カ
タ
レ
」
と
書
い
て
、
つ
い
で
に
法
官
の
評
定
に
バ
ツ
印
を
書
け
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と
勧
め
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
政
治
的
な
扇
動
で
は
な
く
、
世
を
憂
え
る
人
の
愚
痴
も
し
く
は
絶
望
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
い
な
か
の
民
草
が
生
活
に
苦
し
む
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
高
齢
の
僧
は
、
た
ま
ら
な

く
な
げ
か
わ
し
く
思
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

和
尚
は
ま
た
、
法
座
で
次
の
よ
う
な
話
も
し
た
。
近
隣
の
村
で
、
娘
の
精
神
に
変
調
の
さ
ま
を
見
て
母

親
が
あ
る
宗
派
の
僧
に
加
持
祈
禱
を
頼
ん
だ
が
、
改
善
せ
ず
、
結
局
病
院
に
入
院
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
憐
れ
ん
だ
和
尚
は
、
他
人
の
い
る
前
で
そ
の
僧
を
、
「
い
ま
の
世
の
中
で
、
い
く
ら
困
っ
た
母
親

に
頼
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
加
持
祈
禱
を
す
る
と
は
な
に
ご
と
か
」
と
批
判
し
た
そ
う
だ
。
す
る
と
、

一
年
も
し
な
い
う
ち
に
そ
の
僧
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
別
の
病
因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
無
念
と
失
意

を
も
た
ら
し
た
非
難
が
遠
因
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
自
責
の
念
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
和
尚
は
、
そ

れ
を
法
座
で
人
に
語
っ
た
。
ほ
ん
と
う
の
信
仰
の
あ
り
方
を
聴
衆
に
語
る
こ
と
が
任
務
だ
と
い
う
信
念
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
…
…
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以
上
が
採
録
者
の
伝
聞
し
た
或
る
僧
の
物
語
で
あ
る
。
話
者
は
こ
れ
以
上
の
逸
話
を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

知
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
文
字
に
お
こ
し
た
年
が
い
つ
だ
っ
た
か
は
失
念
し
た
。 


