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あ

ら

す

じ

昔
。
和
尚
さ
ん
と
小
僧
さ
ん

と
お
っ
た
。
小
僧
は
毎
日
、「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
て
い
た
。

あ
る
日
。
小
僧
は
和
尚
さ
ん

に
、「
、
師
匠
さ
ん
。
地
獄
、
極
楽

を
悟
る
よ
う
に
見
せ
て
ご
さ
ん

か
」
と
言
っ
た
。

そ
う
し
た
ら
和
尚
さ
ん
は
、

「
そ
う
か
、
今
日
は
地
獄
、
極
楽

を
見
せ
て
や
っ
け
ん
こ
っ
ち
へ
来

い
」
と
小
僧
さ
ん
を
連
れ
て
、
遠

い
遠
い
野
原
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ

行
っ
た
そ
う
な
。

そ
の
野
原
に
は
テ
ー
ブ
ル
や

金
銀
の
食
器
が
並
ん
で
い
て
、
ご

馳
走
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
る
。

や
が
て
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
し
に

田
舎
風
な
者
や
人
相
の
悪
い
者

た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
食
べ

物
を
食
べ
る
の
だ
そ
う
な
。
そ
の

食
べ
方
は
長
い
長
い
も
の
す
ご
く

長
い
棒
の
先
に
匙
が
縛
り
つ
け
て

さ
じ

あ
っ
た
そ
う
な
。
そ
れ
を
使
わ
な

い
と
絶
対
に
食
べ
ら
れ
な
い
そ
う

な
。
そ
の
人
た
ち
が
一
生
懸
命
に

そ
の
長
い
匙
で
食
べ
よ
う
と
す
る

け
れ
ど
も
、
棒
が
長
す
ぎ
て
周

り
に
こ
ぼ
れ
て
ば
か
り
で
、
一
つ

も
自
分
の
口
に
は
入
ら
な
い
。

小
僧
さ
ん
が
熱
心
に
そ
れ
を

見
て
い
る
と
、
和
尚
さ
ん
が「
小

僧
や
、
こ
れ
が
地
獄
じ
ゃ
で
。
さ

あ
、
次
は
極
楽
じ
ゃ
。
ま
あ
一

つ
、
向
こ
う
へ
行
か
ぁ
」
。

そ
こ
で
向
こ
う
へ
行
っ
た
と
こ

ろ
が
、
今
度
も
ま
た
テ
ー
ブ
ル
に

金
銀
の
食
器
が
並
ん
で
い
た
。
今

度
来
た
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
に

長
い
棒
に
匙
が
つ
い
た
も
の
で
食

べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
う
な
。

と
こ
ろ
が
そ
こ
に
来
た
人
た
ち

は
、
向
こ
う
の
テ
ー
ブ
ル
の
食
べ

物
を
匙
で
す
く
っ
て
、
向
こ
う
の

人
に
食
べ
さ
せ
る
。

そ
こ
で
向
こ
う
の
人
は
口
を

開
け
て
食
べ
、
ま
た
、
向
こ
う
の

人
は
こ
ち
ら
の
人
に
こ
ち
ら
の
テ

ー
ブ
ル
に
あ
る
食
べ
物
を
匙
で
す

く
っ
て
、
食
べ
さ
せ
る
。
お
互
い
思

う
と
お
り
に
何
で
も
食
べ
ら
れ

る
。し

か
し
、
自
分
の
前
の
食
べ
物

を
自
分
で
す
く
っ
て
自
分
で
食
べ

よ
う
と
す
る
と
、
と
て
も
難
し

い
。和

尚
さ
ん
は
小
僧
さ
ん
に
こ

う
し
て
地
獄
と
極
楽
を
教
え
て

あ
げ
た
の
だ
そ
う
な
。

人
間
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の

こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
の
が
一
番

つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
す
。
人
の
た

め
に
尽
く
せ
ば
自
分
も
救
わ
れ

る
の
で
す
よ
。

解

説

こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
主
人

公
は
、
和
尚
さ
ん
と
小
僧
さ
ん

で
あ
る
。
こ
の
二
人
を
主
題
と
し

た
も
の
で
は「
鮎
は
剃
刀
」「
指
合

図
」「
飴
は
毒
」
な
ど
の
話
が
知
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
い
ず
れ
も
和
尚

さ
ん
が
小
僧
さ
ん
の
知
恵
に
負

け
て
し
ま
う
と
い
う
、
逆
転
の
お

も
し
ろ
さ
が
隠
れ
た
主
題
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ

こ
で
は
そ
の
反
対
で
、
あ
く
ま
で

も
和
尚
さ
ん
が
主
導
権
を
握
っ

て
、
小
僧
を
導
く
と
い
う
話
に
な

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
昔
話
の
中

の
笑
い
話
に
あ
る
「
和
尚
と
小

僧
」
譚
の
法
則
に
添
っ
て
い
な
い
。

こ
の
話
は
、
同
じ
環
境
に
あ
り

な
が
ら
、
片
方
で
は
地
獄
と
な

り
、
他
方
で
は
極
楽
に
な
っ
て
い

る
。
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
れ

ば
、
結
果
は
決
し
て
幸
せ
に
は
な

ら
ず
、
常
に
他
の
人
に
思
い
を
巡

ら
す
広
い
心
を
持
て
ば
、
自
然

と
豊
か
で
幸
せ
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

祖
先
の
人
た
ち
が
子
孫
に
そ

れ
と
な
く
教
え
る
教
訓
話
な
の

で
あ
ろ
う
。

（
元
島
根
大
学
法
文
学
部
教
授
）


