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神
仏
と
能

弱
者
の
痛
み
、
声
を
聴
く

ワ
ザ
と
し
て
の
申
楽
〜
疾
病
と
『
谷
行
』

〜
申
楽
と
仏
教
（
6
）

本
連
載
で
、
能
が
「
魔
縁
を
退
け
、
福
祐
を
招
く
」
こ
と

を
目
的
と
し
て
持
つ
「
天
下
の
御
祈
祷
」
で
あ
る
こ
と
に
繰

り
返
し
注
意
を
喚
起
し
て
き
た
。『
風
姿
花
伝
』
に
は
、「
外げ

道ど
う

を
和
ら
げ
、
魔
縁
を
静
む
」「
天
下
太
平
の
御
祈
祷
」
と
も
、

「
天て
ん

下が

安
全
の
た
め
、
且か

つ

は
諸し

ょ

人に
ん

快け

楽ら
く

」
と
も
あ
っ
た
。

今
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
で
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
続
き
、
世
界
中
が
大
混
乱
の
危
機

的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
、
今
こ
そ
「
天
下
の

御
祈
祷
・
天
下
太
平
の
御
祈
祷
」
と
し
て
能
が
「
天
下
」
に

奉
納
演
能
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

一
二
一
二
年
に
著
さ
れ
た
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
に
は
、

養
和
の
飢
饉
の
際
、
仁
和
寺
の
隆
り
ゅ
う

暁ぎ
ょ
うと
い
う
高
僧
が
洛
中
に

転
が
っ
て
い
た
四
万
二
千
三
百
人
の
死
体
の
額
に
梵
字
を
書

い
て
供
養
し
た
こ
と
が
リ
ア
ル
に
記
さ
れ
て
い
る
。

乱
世
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
数
知
れ
ぬ
死
体
が
市
中

に
可
視
化
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
「
天
下

太
平
の
御
祈
祷
」と
し
て
能
は
生
ま
れ
て
き
、「
花
」や「
幽
玄
」

や
「
妙
」
と
い
っ
た
美
意
識
に
彩
ら
れ
意
味
づ
け
ら
れ
て
次

第
に
洗
練
の
度
合
い
を
増
し
、「
貴
人
」
の
観
賞
に
供
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
日
本
文
化
の
精
髄
と
ま
で
称
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
演
劇
的
洗
練
と
評
価
が
生
ま
れ

鎌
田
東
二

─
神
道
と
仏
教
か
ら
見
た
能
の
信
仰
世
界
（
十
一
）



2 ◇ 連載・神仏と能

て
く
る
根
底
に
、「
天
下
の
御
祈
祷
」
と
し
て
の
呪
術
的
・

宗
教
的
「
願が
ん

」
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

演
目
の
最
初
に
奉
じ
ら
れ
る
「
翁
」、
ま
た
祝
言
曲
と
し
て

の
「
老
松
」
や
「
高
砂
」「
養
老
」
な
ど
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の

よ
う
な
呪
術
宗
教
的
な
「
御
祈
祷
」
の
核
心
で
あ
る
。

能
は
そ
の
根
幹
に
弱
者
や
敗
者
の
痛
み
を
抱
え
込
ん
で
い

る
。
今
風
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
痛
み
や
悲
嘆
を
可
視
化
し
、

鎮
静
す
る
た
め
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
で
あ
り
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
で
あ
っ
た
。
亡
霊
が
抱
え
込
ん
で
い
る
霊
的
痛
み
（
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
）を
解
き
ほ
ぐ
し
、そ
の
悲
嘆（
グ
リ
ー
フ
）

を
和
ら
げ
、
言こ

と

霊だ
ま

の
籠
っ
た
謡
の
声
音
と
優
美
な
る
舞
に

よ
っ
て
、
そ
の
霊
の
怒
り
や
悲
し
み
や
無
念
を
鎮
撫
し
静
め

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
世
阿
弥
は
『
風
姿
花
伝
』
で
「
外
道
を

和
ら
げ
、
魔
縁
を
静
む
」
と
書
き
記
し
た
の
で
あ
る
。

「
魔
縁
」
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
を
も
含
ん
で
い
る
。
現

在
の
出
来
事
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、
さ
し
ず
め
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
鎮し
ず

め
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
「
天
下
太
平
」
は
生
ま
れ
な
い
。
日

本
赤
十
字
社
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
３
つ
の
顔
を
知

ろ
う
！　

～
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
断
ち
切
る
た
め
に
」
の
中

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
病
気
が
不
安
と
差
別
を
拡
大
さ

せ
て
い
く
「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
る
。

日
赤
文
書
は
、
感
染
症
に
三
種
の
位
相
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
第
一
に
感
染
症
そ
の
も
の
（
今
回
の
場
合
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
）。
第
二
に
、「
不
安
と
恐
れ
」
と
い
う
「
感
染
症
」。

第
三
に
、「
嫌
悪
・
偏
見
・
差
別
」
と
い
う
「
感
染
症
」。
で
は
、

そ
れ
を
「
断
ち
切
る
」
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ

ば
よ
い
か
？

も
ち
ろ
ん
、
手
洗
い
・
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
・
人
混
み
（
密
閉
・

密
集
・
密
接
の
三
密
）
を
避
け
る
こ
と
が
必
要
だ
。
加
え
て
、

第
二
の
感
染
症
で
あ
る
「
不
安
と
恐
れ
」
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

「
気
づ
く
力
・
聴
く
力
・
自
分
を
支
え
る
力
」
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
三
の
感
染
症
で
あ
る
「
嫌
悪
・
偏
見
・
差
別
」

を
防
ぐ
た
め
に
は
「
ね
ぎ
ら
い
・
敬
意
」
が
必
要
で
あ
る
と

前
掲
文
書
は
説
明
し
て
い
る
。

世
阿
弥
が
大
成
し
て
い
っ
た
能
（
申
楽
）
と
は
、
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
、「
気
づ
く
力
・
聴
く
力
・
自
分
を
支
え
る
力
・

ね
ぎ
ら
い
・
敬
意
」
と
い
う
集
合
的
免
疫
力
を
強
化
す
る
こ

と
で「
天
下
太
平
」を
生
み
出
す
、「
天
下
の
御
祈
祷
」で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
世
阿
弥
も
禅
竹
も
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
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な
く
す
天
台
本
覚
思
想
の
「
一い

ち

仏ぶ
つ

成じ
ょ
う

道ど
う

観か
ん

見け
ん

法ほ
っ

界か
い

、
草そ

う

木も
く

国こ
く

土ど

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
の
命
題
を
繰
り
返
し
謡
っ
た
。
そ
の
意

味
と
原
点
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

世
阿
弥
た
ち
の
悲
嘆
と
悲
願
は
何
で
あ
っ
た
の
か
？　

世

阿
弥
に
と
っ
て
「
魔
縁
」
と
は
何
で
あ
り
、「
福
祐
」
を
も
た

ら
す
「
天
下
の
御
祈
祷
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
？　

世
阿

弥
は
能
の
「
悲
願
」
を
「
悲
嘆
」
と
と
も
に
生
き
た
、
そ
の
時

代
の
「
気
づ
く
力
・
聴
く
力
・
自
分
を
支
え
る
力
・
ね
ぎ
ら
い
・

敬
意
」
の
探
究
者
で
あ
り
表
現
者
で
あ
り
臨
床
家
で
あ
っ
た
。

能
は
大
変
優
れ
た
臨
床
心
理
「
楽
」
で
あ
り
、
精
神
医
「
楽
」

で
あ
る
。

世
阿
弥
が
大
成
し
た
複
式
夢
幻
能
に
お
い
て
は
、
諸
国
一

見
の
僧
が
「
諸
国
」
を
「
廻
国
」
し
、
そ
の
土
地
に
絡
む
悲
嘆

を
抱
え
る
不
成
仏
霊
と
出
遭
い
、
そ
の
霊
の
グ
リ
ー
フ
（
悲

嘆
）
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
（
霊
的
痛
み
）
の
声
を
聴
き

取
っ
て
、
心
か
ら
の
祈
り
を
捧
げ
て
成
仏
を
願
い
、
鎮
魂
供

養
す
る
中
で
、
悲
し
み
と
痛
み
を
持
っ
た
幽
霊
は
浄
化
さ
れ
、

一
舞
舞
っ
て
橋
掛
か
り
を
通
っ
て
あ
の
世
に
還
っ
て
ゆ
く
と

い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
作
者
不
詳
の
『
谷た
に

行こ
う

』
を
取
り
上
げ
た
い
。

（
『
谷
行
』
の
詞
章
は
流
派
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
現
行
の

観
世
流
で
は
、
役え
ん

の
行
ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

の
役
が
出
な
い
。
今
回
は
行
者
が
登
場
す

る
演
出
の
国
立
能
楽
堂
特
別
公
演
〔
平
成
二
年
七
月
二
十
九
日
〕
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
詞
章
よ
り
引
用
す
る
）

冒
頭
で
、「
こ
れ
は
都
東
山
、
今
熊
野
に
住
ま
ひ
す
る
客

僧
に
て
候
、
さ
て
も
そ
れ
が
し
幼
き
弟
子
を
一
人
持
ち
て
候

ふ
、
名
を
ば
松
若
と
申
し
候
、
か
の
者
父
に
は
お
く
れ
、
母

一
人
に
候
ふ
ほ
ど
に
、
不
便
に
候
ひ
て
常
は
里
に
置
き
候
、

ま
た
明
日
は
、
峰
入
り
を
仕
り
候
ふ
間
、
立
ち
越
え
松
若
に

暇
乞
ひ
を
せ
ば
や
と
存
じ
候
」
と
、
京
の
今
熊
野
に
住
む
ワ

キ
の
帥そ
つ

の
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

が
出
て
来
て
名
乗
り
を
上
げ
る
。
父
を
喪

う
し
な

い
、
母
一
人
子
一
人
の
少
年
松
若
の
と
こ
ろ
に
帥
の
阿
闍
梨

が
「
暇
乞
ひ
」
に
や
っ
て
く
る
。
帥
の
阿
闍
梨
は
大
先
達
と

し
て
こ
れ
か
ら
修
験
道
の
峰
入
り
の
修
行
に
行
く
と
告
げ
る
。

す
る
と
、
松
若
は
自
分
も
連
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
言
う
。

「
母
の
風
の
こ
こ
ち
に
て
候
へ
ば
、
お
ん
祈
り
の
た
め
に
参

ろ
う
ず
る
」
と
、
風
邪
を
引
い
て
い
る
母
の
た
め
に
峰
入
り

に
同
行
し
た
い
と
懇
願
す
る
。
帥
の
阿
闍
梨
も
母
も
、
こ
れ

は
大
変
厳
し
い
「
難
行
捨
身
の
行
」
だ
か
ら
と
反
対
す
る
が
、

「
仰
せ
は
さ
る
お
ん
こ
と
に
て
候
へ
ど
も
、
身
は
難
行
の
道
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に
出
で
て
、
母
の
現
世
を
祈
ら
ん
と
、
思
ひ
立
ち
た
る
ば
か

り
な
り
」
と
、
修
行
は
母
の
現
世
を
祈
る
た
め
だ
と
懸
命
に

帥
の
阿
闍
梨
と
母
に
説
い
て
許
し
を
得
た
。
こ
う
し
て
、
松

若
は
幼
い
身
な
が
ら
も
、
厳
し
い
山
岳
抖と

櫢そ
う

の
修
行
の
地
で

あ
る
葛
城
山
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
葛
城
山
に
向
か
う
途
中
の
道
行
の
謡
は
、
旅
の
遥
け

さ
を
醸
し
出
し
て
い
て
大
変
情
趣
豊
か
で
あ
る
。「
今
日
思

ひ
立
つ
道
の
辺
の
、
便
り
は
深
き
志
し
、
た
だ
孝
行
の
心
力

に
、
馬
は
あ
れ
ど
も
徒か

歩ち

に
行
く
。
こ
は
誰
が
た
め
か
宇
治

の
山
、
都
出
で
、
今
日
瓶み
か

の
原
泉
川
、
川
風
寒
み
千
鳥
鳴
く
、

声
こ
そ
今
日
の
夕
べ
な
れ
。
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
、

三
笠
の
山
を
さ
し
過
ぎ
て
、
布ふ

留る

の
神
杉
過
ぎ
が
て
に
、
三

輪
の
山
本
よ
そ
に
見
て
、
た
れ
わ
が
庵
と
定
め
け
る
、
峰
の

巌
の
苔
衣
、
片
敷
き
そ
む
る
葛
城
の
、
露
こ
そ
宿
り
な
り
け

れ
」。
そ
の
情
景
描
写
は
修
行
の
旅
の
過
程
を
ス
ペ
ク
タ
ク

ル
に
描
き
出
す
。

し
か
し
、
母
の
感
染
症
が
移
っ
た
の
か
、
松
若
も
風
邪
を

引
き
、
体
調
を
崩
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
心
配

し
て
、
帥
の
阿
闍
梨
は
隠
し
て
い
た
が
、
他
の
山
伏
修
行
者

た
ち
に
知
ら
れ
、
峰
入
り
の
途
中
で
病
気
に
な
っ
た
者
は
昔

か
ら
の
し
き
た
り
で
あ
る
「
大
法
」
に
よ
っ
て
「
谷
行
」
を
行

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

帥
の
阿
闍
梨
は
、不
憫
に
思
い
つ
つ
も「
大
法
」に
よ
る「
谷

行
」
の
こ
と
を
松
若
に
諭
す
。

「
い
か
に
松
若
確
か
に
聞
け
。
こ
の
道
に
出
で
て
か
や
う

に
病
気
す
る
者
を
ば
、
谷
行
と
て
遥
か
の
谷
に
落
と
し
入
れ
、

忽
ち
命
を
失
ふ
こ
と
、
こ
れ
昔
よ
り
の
大
法
な
り
、
命
に
か

は
る
も
の
な
ら
ば
、
お
ん
身
の
た
め
に
捨
て
ん
身
の
、
な
に

か
命
も
惜
し
か
ら
ん
、
返
す
返
す
、
進
退
谷き
わ

ま
り
て
こ
そ
候

へ
」
松
若
は
、「
仰
せ
承
り
候
、
こ
の
道
に
出
で
て
命
を
捨

て
ん
こ
と
こ
そ
、
最
も
望
む
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、
母
の
お
ん

嘆
き
の
色
、
そ
れ
こ
そ
深
き
悲
し
み
な
れ
、
ま
た
仮
初
も
他

生
の
縁
、
み
な
人
々
に
お
ん
名
残
り
こ
そ
惜
し
う
候
へ
」
と

応
え
る
。

そ
の
や
り
取
り
を
聞
い
て
、
皆
声
を
上
げ
て
咽む
せ

び
泣
い
た
。

そ
れ
を
地
謡
が
「
な
に
と
言
ひ
や
る
方
も
な
く
、
み
な
声
を

あ
げ
涙
に
、
咽
ぶ
心
ぞ
哀
れ
な
る
」
と
哀
切
に
謡
う
。

病
気
の
母
の
健
康
と
現
世
安
堵
の
た
め
に
親
孝
行
の
願
を

持
っ
て
松
若
は
修
行
に
出
た
。
し
か
し
そ
こ
で
母
の
病
気
が

移
っ
て
感
染
症
の
症
状
を
出
し
た
。
行
中
に
病
気
に
な
る
の

◇ 連載・神仏と能
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は
修
行
者
と
し
て
未
熟
で
あ
り
、
そ
の
後
の
厳
し
い
修
行
に

堪
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
修
行
途
中
で
あ
っ
て

も
、
一
行
を
離
れ
て
「
谷
行
」
と
い
う
た
っ
た
一
人
の
死
出

の
旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。母
の
い
の
ち
の
寿
福
増
長
・

無
事
長
遠
を
願
う
行
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
自
分
の
死
を
も
た

ら
す
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
む
。
修
行
の「
大
法
」で
は
、

そ
こ
で
潔
く
死
を
迎
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の

厳
し
い
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
大
法
」
で

あ
る
掟
に
従
っ
て
、
松
若
の
谷
行
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
能
『
谷
行
』
は
、
こ
こ
で
奇
蹟
が
起
こ
る
。
こ

れ
ま
で
守
ら
れ
て
き
た「
大
法
」に
対
す
る「
脱
法
」と
も「
超

法
」
と
も
言
え
る
超
法
的
な
行
為
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
帥
の
阿
闍
梨
が
自
分
も
谷
行
す
る
と
言
い
出
し
た
の
だ
。

「
ま
づ
案
じ
て
も
ご
覧
候
へ
、
都
に
帰
り
か
の
者
の
母
に
は

何
と
申
す
べ
き
、
殊
更
嘆
き
も
病
気
も
同
じ
こ
と
、
急
ぎ
そ

れ
が
し
を
も
谷
行
に
行
な
ひ
て
給
は
り
候
へ
」
と
。
嘆
き
も

病
気
も
同
じ
だ
。
自
分
も
松
若
と
同
じ
よ
う
に
谷
行
す
る
、

と
。
ま
さ
に
こ
れ
は
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
し
て
の
寄
り
添
い

の
行
」
で
あ
る
。

こ
れ
を
聞
い
た
ワ
キ
ツ
レ
の
山
伏
は
、「
げ
に
げ
に
先
達

の
お
ん
嘆
き
尤
も
に
て
候
、
わ
れ
ら
の
存
じ
候
ふ
は
、
年
月

の
行
徳
も
か
や
う
の
た
め
に
て
こ
そ
候
へ
、
ひ
と
祈
り
お
ん

祈
り
あ
つ
て
、
松
若
殿
を
ふ
た
た
び
蘇
生
さ
せ
お
ん
申
し
あ

れ
か
し
と
存
じ
候
」
と
謡
い
、
大
先
達
が
谷
行
す
る
な
ら
ば
、

自
分
た
ち
も
従
い
、
こ
れ
ま
で
修
行
し
て
き
た
行
力
功
徳
を

発
揮
し
、
共
に
松
若
の
「
蘇
生
」
を
祈
願
し
よ
う
と
言
う
。

ワ
キ
の
大
先
達
は
、「
さ
や
う
の
こ
と
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
う

候
へ
、
こ
の
山
の
山
神
護
法
善
神
、
並
び
に
不
動
明
王
の
索
さ
つ
く

に
か
け
て
、
松
若
を
ふ
た
た
び
蘇
生
さ
せ
う
ず
る
に
て
候
、

皆
々
力
を
添
へ
て
賜
は
り
候
へ
」
と
修
行
者
全
員
の
「
御
祈

祷
」
の
力
の
結
集
を
図
る
。

こ
う
し
て
、
全
員
で
、「
使
者
の
鬼
神
の
伎
楽
伎
女
を
、

遣
は
し
助
け
お
は
し
ま
せ
」
と
乞
い
祈
る
。
す
る
と
、
役え
ん

の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

が
現
れ
、「
久
修
練
行
の
山
路
険
し
く
し
て
、
衆
生
三

毒
の
冥
闇
を
照
ら
し
、
積
し
ゃ
っ

功く

累
徳
の
床
の
上
に
は
、
真
如
の

月
朗
か
に
し
て
、
い
た
ら
ぬ
隈
も
あ
る
ま
じ
や
、
寂
寞
無
人

声
、
読
誦
此
経
典
、
我
尓
時
為
現
、
清
浄
光
明
身
。
い
か
に

面
々
た
し
か
に
聞
け
、
か
の
小
童
は
他
に
異
な
る
、
親
孝
行

の
人
体
な
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
命
を
助
く
る
な
り
、
心
安
か
れ

人
々
よ
」
と
慈
悲
を
垂
れ
霊
験
を
現
し
た
。



6

帥
の
阿
闍
梨
は
そ
れ
を
聞
い
て
、「
あ

ら
有
難
の
お
ん
こ
と
や
」
と
感
謝
を
捧
げ

る
。
こ
う
し
て
、
松
若
は
蘇
生
し
た
。
葛

城
山
を
開
い
た
修
験
道
の
開
祖
役
の
行
者

小お

角づ
ぬ

も
大
変
な
親
孝
行
（
母
孝
行
）
で
あ
っ

た（
と
伝
え
ら
れ
る
）。
そ
の
役
小
角
と
同
様
、

松
若
も
母
孝
行
な
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
松

若
に
役
の
行
者
は
情
け
を
か
け
、
親
孝
行

は
成
就
し
、
行
者
の
使
い
で
あ
る
伎ぎ

楽が
く

鬼き

神じ
ん

が
登
場
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、『
谷
行
』
は
以
下

の
地
謡
で
終
わ
る
。「
伎
楽
鬼
神
は
飛
び

来
り
、
伎
楽
鬼
神
は
飛
び
来
つ
て
、
行
者

の
お
前
に
跪
ひ
ざ
ま
づい
て
、
頭
を
傾
け
仰
せ
を
受

け
て
、
谷
行
に
飛
び
翔
つ
て
、
上
に
覆
へ
る
土
木
盤
石
、
押

し
倒
し
取
り
払
つ
て
、
上
な
る
土
を
ば
や
は
ら
や
は
ら
と
、

静
か
に
返
し
て
か
の
小
し
ょ
う

童ど
う

を
、
恙つ

つ
がも

な
く
抱
き
上
げ
、
行
者

の
お
前
に
参
ら
す
れ
ば
、
行
者
は
喜
悦
の
色
を
な
し
、
慈
悲

の
お
ん
手
に
髪
を
撫
で
、
善
哉
善
哉
孝
行
切
な
る
、
心
を
感

ず
る
ぞ
と
て
、
帰
ら
せ
給
へ
ば
伎
楽
も
共
に
、
み
先
を
払
つ

て
険さ
か

し
き
道
を
、
分
け
つ
潜く

ぐ

り
つ
登

る
や
高
間
の
、
雲
霧
伝
ふ
や
葛
城
の
、

人
の
目
に
こ
そ
か
か
ら
ざ
れ
ど
も
、

ま
こ
と
は
渡
せ
る
岩
橋
を
、
大
峰
か

け
て
遥
々
と
、
大
峰
か
け
て
遥
々
と
、

虚
空
を
渡
つ
て
失
せ
に
け
り
」

宮
沢
賢
治
の
『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ

の
伝
記
』
に
も
通
じ
る
自
己
犠
牲
的

な
少
年
の
行
為
と
神
仏
の
功
徳
と
慈

悲
に
よ
る
蘇
生
。
そ
の
よ
う
な
死
と

再
生
の
道
行
こ
そ
、「
魔
縁
」
に
苦

し
む
こ
の
今
の
鎮
め
の
道
と
し
て
必

要
で
あ
る
。
松
若
と
谷
行
を
共
に
す

る
ワ
キ
の
「
諸
国
一
見
の
僧
」
の
役

目
を
持
つ
「
帥
の
阿
闍
梨
」
は
、
役
の
行
者
の
意
思
を
受
け

継
ぐ
後
継
者
で
あ
り
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

ケ
ア
を
実
践
す
る
傾
聴
臨
床
家
に
し
て
鎮
魂
供
養
を
行
な
う

臨
床
宗
教
師
で
あ
っ
た
。「
天
下
の
御
祈
祷
」
と
し
て
、
能

は
不ふ

壊え

不
滅
で
あ
る
。

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
・
上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
特
任
教
授
）

谷行　観世榮夫　Ｈ 2.7.29（吉越立雄　撮影）

◇ 連載・神仏と能


