
　
希
望
舞
台
の「
釈
迦
内
柩
唄
」

を
観
た
。い
や
、た
だ
観
た
と

い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

深
く
打
た
れ
、感
動
し
た
。そ

し
て
、自
分
の
心
底
恥
ず
か
し

さ
を
意
識
し
た
。水
上
勉
さ

ん
が
こ
の
戯
曲
を
書
い
た
の

は
、一
九
七
五
年
頃
だ
っ
た

と
い
う
。そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
、

こ
の
戯
曲
は
、そ
れ
こ
そ
何

百
回
と
な
く
公
演
さ
れ
て
い

る
に
違
い
な
か
っ
た
。に
も

か
か
わ
ら
ず
、私
は
ご
く
最
近

ま
で
こ
の
素
晴
ら
し
い
舞
台

を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
戯
曲
は
、テ
レ
ビ
や

映
画
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、私
の
情
報
源
は
も
っ

ぱ
ら
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
、い

わ
ゆ
る
マ
ス
コ
ミ
だ
っ
た
の

で
あ
る
。し
か
し
、人
々
の
手

弁
当
の
熱
意
に
支
え
ら
れ
た

こ
の
希
望
舞
台
に
こ
そ
、今
日

の
時
代
の
闇
を
ま
っ
す
ぐ
に

照
射
し
て
真
の
希
望
へ
の
道

が
拓
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
思
え
ば
今
日
の
テ
レ
ビ
界

に
は
、あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い

虚
報
が
多
い
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
代
表
的
な
例
を
一
つ
だ

け
挙
げ
る
な
ら
、イ
ラ
ク
戦

争
の
大
義
と
さ
れ
た「
大
量

破
壊
兵
器
」問
題
が
あ
る
。恐

ろ
し
い
破
壊
と
殺
戮
が
、い

ま
も
な
お
続
い
て
い
る
イ
ラ

ク
に
は
、戦
争
の
大
義
と
さ

れ
た「
大
量
破
壊
兵
器
」は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。最
近
ア

メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
議
会

で
行
わ
れ
た
独
立
調
査
委
員

会
が
、こ
の
結
果
を
発
表
し
て

い
る
。虚
報
が
戦
争
を
現
実

化
し
て
し
ま
う
と
は
、な
ん
と

恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、こ
の
人
間
界
の
闇
は
、

い
ま
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。近
代
日
本
の
数
々

の
悲
劇
の
裏
に
も
、こ
の
虚

報
が
べ
っ
た
り
と
張
り
付
い

て
い
る
の
だ
。例
え
ば
、日
本

の
第
二
次
世
界
大
戦
の
発
端

と
も
な
っ
た
い
わ
ゆ
る「
満

州
事
変
」は
、日
本
の
関
東
軍

が
柳
条
湖
の
旧
満
鉄
を
爆
破

し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の

だ
っ
た
。或
い
は
、い
わ
ゆ
る

三・一
独
立
運
動
に
つ
い
て
の

報
道
を
考
え
て
も
い
い
。こ
の

抵
抗
運
動
が
起
こ
っ
た
の
は
、

一
九
一
九
年
で
あ
る
。こ
の

と
き
日
本
軍
は
こ
の
運
動
に

対
し
て
、銃
撃
を
も
っ
て
応
え
、

死
者
の
數
だ
け
で
も
七
五
九

八
名
の
死
者
を
出
し
て
い
る
。

そ
の
非
道
に
対
し
て
、民
芸
の

柳
宗
悦
ら
一
、二
の
識
者
を

除
く
と
、ほ
と
ん
ど
の
人
が

抗
議
の
声
を
上
げ
て
い
な
い

と
は
何
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。し
か
も
、今
日
な
お
日
本

の
教
科
書
で
は
、こ
の
事
件

に
つ
い
て
は「
ー
こ
れ
に
対

し
て
朝
鮮
総
督
府
や
朝
鮮
軍

は
武
力
で
弾
圧
し
た
が
ー
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。そ
の「
朝
鮮
軍
」と
は
、い

っ
た
い
何
処
の
軍
隊
で
あ
ろ

う
。

　

し
か
し
、虚
報
は
い
つ
の

時
代
に
あ
っ
て
も
、人
々
の
不

幸
に
直
結
す
る
と
言
っ
て
い

い
の
で
あ
る
。思
え
ば
、日
本

の
不
幸
は
、い
つ
も
朝
鮮
や

ア
ジ
ア
の
侵
略
と
重
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。「
釈
迦
内
柩

唄
」に
は
、こ
の
不
幸
な
時
代

の
闇
を
深
く
見
つ
め
る
眼
差

し
が
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

そ
の
舞
台
は
、戦
中
に
朝

鮮
人
や
中
国
人
に
強
制
労
働

を
強
い
て
い
た
花
岡
鉱
山
の

近
郊
の
釈
迦
内
で
あ
る
。水

上
勉
さ
ん
は
そ
の
地
に
、万

人
が
必
ず
通
過
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
火
葬
場
を
設
定
し
、

そ
こ
に
生
き
ぬ
く「
隠
亡
」の

目
を
通
し
て
こ
の
時
代
の
闇

を
抉
る
の
で
あ
る
。そ
の
時

代
の
闇
は
、よ
く
よ
く
見
つ

め
る
な
ら
、ま
さ
に
今
日
の

時
代
の
闇
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
や
、過
去
の
時
代
の
不
幸
を

ま
っ
す
ぐ
に
見
つ
め
よ
う
と

し
な
い
こ
と
が
、そ
の
ま
ま

今
日
の
不
幸
に
連
な
っ
て
い

る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。

イ
ラ
ク
戦
争
が
告
発
し
て
い

る
惨
劇
は
、ま
さ
に
過
去
の

不
幸
が
、い
ま
な
お
人
間
の

闇
と
し
て
続
い
て
い
る
こ
と

を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
「
釈
迦
内
柩
唄
」に
出
現
し

て
い
る
人
間
ド
ラ
マ
は
、過

去
の
不
幸
を
通
し
て
、今
日
の

闇
を
抉
り
だ
し
て
い
る
の
で

あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、そ

こ
に
立
ち
上
が
る
人
間
の
香

気
は
、私
た
ち
の
未
来
の
希

望
を
明
示
し
て
い
る
と
言
っ

て
い
い
。私
は
、こ
の
舞
台
に

香
る
深
い
人
間
の
薫
り
が
、

き
っ
と
万
人
の
薫
り
に
な
る

と
違
い
な
い
と
思
う
。

高
史
明（
コ
サ
ミ
ヨ
ン
）

　
一
九
三
二
年
山
口
県
に

生
ま
れ
る
。

　
戦
時
下
の
日
本
に
生
ま

れ
た
一
朝
鮮
人
の
生
い
立

ち
を
描
い
た「
生
き
る
こ

と
の
意
味
」（
筑
摩
書
房
）

は
四
十
一
刷
の
再
版
を
重

ね
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
。「
少

年
の
闇
ー
歎
異
抄
と
の
出

会
い
」（
径
書
房
）「
ほ
ん
と

う
の
幸
せ
っ
て
何
で
す
か

ー
高
史
明
親
鸞
論
集
」（
宝

蔵
館
）そ
の
他
著
書
多
数
。

　
一
九
七
五
年
日
本
児
童

文
化
協
会
賞
。一
九
九
三

年
第
二
十
七
回
仏
教
伝
道

文
化
賞
を
各
受
賞
。
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