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濱
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賢
治
の
短
歌
は
、
大
別
す
る
と
『
歌
稿
A
』
と
『
歌
稿
B
』
と
が
あ
る
。
『
歌

稿
A
』
と
は
、
明
治
四
四
年
よ
り
大
正
九
年
春
ま
で
の
賢
治
の
短
歌
を
、
妹
ト

シ
と
シ
ゲ
、
そ
し
て
賢
治
が
編
集
し
た
一
行
書
き
短
歌
で
あ
る
。
成
立
は
、
大

正
九
年
夏
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
『
歌
稿
B
』
と
は
、
『
歌
稿
A
』

に
賢
治
が
推
敲
加
除
し
て
新
作
（
「
大
正
十
年
四
月
」
）
を
加
え
、
一
冊
に
ま
と

め
た
も
の
で
、
成
立
は
大
正
十
年
秋
頃
か
ら
十
一
年
前
半
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。

 
『
歌
稿
A
』
は
一
行
書
き
短
歌
で
あ
る
が
、
『
歌
稿
B
』
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
二
行
か
ら
五
行
の
行
か
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
回
、
本
稿
で
取
り

上
げ
る
『
歌
稿
B
』
に
お
け
る
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
群
は
、
一
行
書
き

に
復
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
短
歌
群
は
『
歌
稿
B
』
に
の
み
収

め
ら
れ
た
も
の
で
、
『
歌
稿
A
』
に
は
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
「
大

正
十
年
四
月
」
の
短
歌
群
は
特
殊
で
あ
り
、
賢
治
が
こ
の
短
歌
に
込
め
た
意
図

は
重
大
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
さ
ら
に
、
大
正
十
年
と
い
う
年
は
、
賢
治
の
伝
記
的
事
実
と
重
ね
合
わ
せ
て

み
て
も
重
要
な
時
期
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
父
政
次
郎
に
一
家
の
日
蓮
宗
へ

の
改
宗
を
せ
ま
っ
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
布
教
活
動
に
従
事
す
る
た
め
、
賢

治
は
突
然
無
断
で
上
京
す
る
。
そ
れ
が
大
正
十
年
一
月
（
賢
治
二
十
五
歳
）
の

と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
四
月
、
父
は
賢
治
の
生
活
の
様
子
を
み
る
た
め
、

ま
た
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
に
賢
治
を
伊
勢
参
宮
旅
行
へ
と
さ
そ
う
。
こ
の
短

歌
群
に
は
、
そ
の
時
の
父
と
の
旅
行
に
つ
い
て
、
歌
っ
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
 
 
田

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
口

 
本
稿
で
は
、
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
群
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
賢
治
の

青
春
後
期
に
お
け
る
宗
教
観
が
最
も
よ
く
反
映
さ
れ
た
、
父
と
の
関
西
旅
行
を

中
心
に
、
短
歌
の
作
品
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
後
年
の

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
へ
の
展
開
、
ま
た
余
白
が
な
い
と
い
う
一
行
書
き
短
歌
の

意
味
に
つ
い
て
も
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
ま
ず
大
正
十
年
四
月
、
賢
治
が
父
と
の
伊
勢
参
宮
旅
行
に
出
か
け
る
ま
で
の

経
緯
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
青
春
後
期
に
お
け
る
賢
治
の
宗
教
観
を
確
認

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
て
お
き
た
い
。
三
浦
正
雄
氏
は
、
「
宮
沢
賢
治
の
宗
教
的
短
歌
」
と
い
う
論

の
中
で
、
青
年
前
期
の
賢
治
の
求
道
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

宮
沢
賢
治
『
歌
稿
B
』
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
に
関
す
る
考
察
（
上
）
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沢
賢
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歌
稿
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年
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月
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の
短
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（
上
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賢
治
の
父
が
熱
烈
に
信
仰
し
、
島
地
大
聖
と
の
出
会
い
を
生
ん
だ
浄
土
真

宗
・
「
尾
崎
文
英
に
つ
い
て
参
禅
し
、
青
々
と
剃
っ
て
丸
坊
主
に
な
」
つ
た

こ
と
と
も
あ
る
曹
洞
宗
、
そ
し
て
「
島
地
大
釜
編
『
漢
和
対
照
 
妙
法
蓮
華

経
』
（
明
治
書
院
 
大
3
・
8
）
を
読
ん
で
異
常
な
感
動
を
受
け
た
こ
と
に

始
ま
り
、
一
時
は
国
柱
会
の
熱
烈
な
信
者
と
ま
で
な
り
、
生
涯
に
わ
た
る
日

蓮
宗
1
こ
れ
ら
が
、
賢
治
が
特
に
深
く
関
わ
っ
た
仏
教
の
宗
派
で
あ
る
。
さ

ら
に
タ
ッ
ピ
ン
グ
や
プ
ジ
ェ
と
の
接
触
に
よ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
も

見
出
せ
る
。

あ
ら
ゆ
る
宗
教
・
宗
派
に
距
離
を
感
じ
、
精
神
的
支
柱
を
切
望
す
る
賢
治
の

救
済
へ
の
祈
り
が
、
こ
れ
ら
の
短
歌
（
＊
明
治
四
十
四
年
～
大
正
五
年
の
短

歌
）
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＊
）
1
濱
田

 
賢
治
は
大
正
五
年
ま
で
に
、
浄
土
真
宗
、
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
、
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
関
心
を
示
し
て
い
た
。
三
浦
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
賢
治
は
〈
あ
ら
ゆ
る
宗

教
・
宗
派
に
距
離
を
感
じ
〉
て
い
た
と
あ
る
。
そ
れ
ら
宗
教
の
中
で
特
に
、
法

華
経
の
教
え
だ
け
は
賢
治
の
心
を
と
ら
え
て
離
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
を
示
す
賢
治
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
大
正
九
年
十
二
月
の
こ

と
、
雪
の
降
る
花
巻
の
町
を
、
賢
治
は
声
高
々
と
お
題
目
を
唱
え
な
が
ら
歩
い

 
 
 
 
 
ホ
 
 

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
家
の
改
宗
に
乗
ら
な
い
父
へ
の
反
抗
で
あ
っ
た
。

賢
治
の
こ
の
奇
怪
な
行
動
に
対
し
、
父
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。

父
親
が
賢
治
さ
ん
の
ひ
た
む
き
な
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
狂
信
的
な
日
蓮
宗
唯

信
に
反
対
し
「
聖
徳
太
子
は
日
本
で
仏
教
を
お
ひ
ろ
め
に
な
っ
た
最
初
の
方

と
も
申
す
べ
き
偉
い
お
方
で
あ
る
。
仏
教
全
般
に
わ
た
っ
て
御
理
解
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
法
華
経
ば
か
り
読
め
、
他
の
お
経
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い

と
お
っ
し
ゃ
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
れ
も
同
じ
お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た

お
経
で
は
な
い
か
。
法
華
経
に
ば
か
り
気
張
っ
て
い
な
い
で
そ
ん
な
所
も
調

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

べ
て
見
た
ら
ど
う
だ
し
と
言
わ
れ
た

 
し
か
し
大
正
十
年
一
月
、
賢
治
の
法
華
経
へ
の
信
仰
の
念
、
い
よ
い
よ
強
く

な
る
一
方
面
あ
り
、
浄
土
真
宗
を
固
持
す
る
父
と
激
し
い
法
論
を
行
っ
た
末
、

賢
治
は
突
然
家
出
を
決
行
、
上
京
す
る
。
家
の
質
屋
と
い
う
家
業
に
不
満
も
あ

り
、
ま
た
不
向
き
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
父
と
の
宗
教
上
の
争
い

が
、
賢
治
の
家
出
を
決
心
さ
せ
た
の
だ
。
父
は
、
賢
治
の
身
の
上
を
案
じ
て
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ

宿
し
、
二
人
の
関
係
改
善
の
た
め
に
と
関
西
旅
行
を
提
案
し
た
。
そ
の
時
の
い

き
さ
っ
と
、
父
の
心
情
を
堀
尾
青
史
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

父
は
信
仰
上
の
対
立
が
生
じ
た
と
き
、
古
聖
の
法
論
を
探
り
、
諸
派
派
生
の

由
来
を
知
り
、
冷
静
に
研
究
を
怠
ら
ぬ
よ
う
い
ま
し
め
ま
し
た
。
今
回
は
伊

勢
ま
い
り
の
上
、
日
本
仏
教
の
始
祖
と
も
い
う
べ
き
聖
徳
太
子
、
伝
教
大
師

の
遠
忌
を
幸
い
、
実
際
に
法
灯
の
伝
統
に
触
れ
、
法
華
経
と
脇
柱
会
に
と
ら

わ
れ
す
ぎ
る
点
を
反
省
さ
せ
、
併
せ
て
感
情
の
融
和
を
は
か
ろ
う
と
し
た
よ

う
で
あ
る
。
従
っ
て
ふ
た
り
と
も
帰
馬
問
題
は
全
く
口
に
せ
ず
、
父
と
し
て

は
自
然
な
解
決
-
賢
治
の
帰
国
1
を
半
ば
期
待
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
点
で
は
初
志
を
ま
げ
ず
、
父
を
上
野
駅
に
送
り
、
丁
重
に
頭
を
下
げ
た
。
「
あ

ん
な
こ
と
に
は
並
は
ず
れ
て
丁
寧
な
男
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
は
、
後
年
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

父
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

［30］



 
旅
行
中
、
二
人
は
互
い
の
宗
教
に
つ
い
て
、
口
に
す
る
こ
と
は
な
ぐ
沈
黙
し

て
い
た
。
そ
の
緊
張
状
態
に
あ
る
沈
黙
が
、
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
群
の

中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。

 
父
と
の
関
西
旅
行
に
い
た
る
ま
で
の
賢
治
の
宗
教
的
遍
歴
、
伝
記
的
事
実
を

ふ
ま
え
た
上
で
の
、
短
歌
の
考
察
を
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
賢
治
の
弟
清
六
は
、
こ
の
頃
の
父
と
賢
治
と
を
回
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
言

う
。
〈
四
月
に
父
が
上
京
し
て
「
あ
ま
り
堅
い
こ
と
ば
か
り
言
わ
な
い
で
、
一
し
ょ

に
旅
行
で
も
し
よ
う
。
比
叡
山
は
お
前
の
好
き
な
伝
教
大
師
も
日
蓮
上
人
も
、

各
宗
の
祖
師
た
ち
も
修
行
さ
れ
た
霊
場
だ
か
ら
。
」
と
い
っ
て
、
比
叡
山
や
伊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勢
や
奈
良
を
旅
行
し
た
〉
と
あ
る
。

801765

 
旅
中
草
稿

父
と
ふ
た
り
い
そ
ぎ
て
伊
勢
に
詣
る
な
り
、
雨
と
呼
ば
れ
し
そ
の
前
の

よ
る
。

 
 
 
 
 
※

 
伊
勢
。

降
り
し
き
る
雨
の
し
ぶ
き
の
な
か
に
立
ち
て
、
門
の
み
名
な
ど
衛
士
は

教
へ
し

 
降
り
し
き
る
雨
の
中
、

な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。

前
に
立
っ
て
い
る
。

父
と
賢
治
以
外
、
こ
の
日
伊
勢
参
り
に
来
る
人
は
い

そ
う
し
た
荘
厳
な
中
、
粛
々
と
し
て
二
人
は
、
門
の

つ
N

763

杉
さ

か
き

764

宝
樹
に
そ
・
ぐ
 
清
と
う
の
 
雨
を
み
神
に
謝
し
ま
つ
り

 
 
 
 
 
※

か
f
や
き
の
雨
を
い
た
“
き
大
神
の
み
前
に
父
と
ふ
た
り
ぬ
か
つ
か
ん

 
父
は
浄
土
真
宗
、
賢
治
は
法
華
経
と
そ
れ
ぞ
れ
信
仰
の
違
う
二
人
が
、
日
本

古
来
の
神
道
で
あ
る
神
に
対
し
、
額
を
地
に
つ
け
ん
ば
か
り
に
雨
の
中
を
礼
拝

す
る
の
で
あ
る
。
父
に
は
父
の
宗
教
に
対
す
る
思
惑
が
あ
り
、
そ
の
思
い
を
無

言
で
伝
え
よ
う
と
し
て
、
こ
の
旅
行
に
賢
治
を
さ
そ
っ
て
い
る
。
賢
治
も
そ
ん

な
父
の
思
惑
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
互
い
に
宗
教
に
つ
い
て
口
に
す
る
こ
と
は

な
く
、
二
人
と
も
歩
み
寄
り
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
大
神
の
み

前
に
父
と
ふ
た
り
ぬ
か
つ
か
ん
V
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
父
と
子
の
、
関
係
回

復
を
態
度
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
浄
土
真
宗
、
法
華
経
信
仰

と
い
う
対
立
的
な
関
係
の
中
に
、
日
本
固
有
の
民
族
信
仰
で
あ
る
神
道
を
媒
介

に
し
て
、
二
人
の
関
係
に
繋
が
り
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

 
法
華
経
信
仰
と
神
道
で
は
、
賢
治
の
信
仰
に
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
も
自
ず
と
浮
上
す
る
が
、
し
か
し
今
の
賢
治
に
と
っ
て
、
こ
の
旅
行

の
目
的
は
、
信
仰
の
矛
盾
よ
り
も
父
と
の
関
係
回
復
の
方
が
第
一
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
父
は
こ
の
旅
行
の
目
的
を
、
賢
治
が
宗
教
に
対
す
る
幅
広
い
目

を
も
つ
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

 
旅
行
中
の
賢
治
が
、
最
も
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
法
華
経
信
仰
へ
の

思
い
を
、
こ
の
短
歌
群
で
は
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
黙
し
て
語
ら
ず

と
い
う
態
度
の
中
に
、
賢
治
の
精
神
の
自
己
抑
圧
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（31）

宮
沢
賢
治
『
歌
稿
B
』
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
に
関
す
る
考
察
（
上
）



宮
沢
賢
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『
歌
稿
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』
「
大
正
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年
四
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短
歌
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す
る
考
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（
上
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766

透
明
の
い
み
じ
き
た
ま
を
身
に
充
て
・
五
十
鈴
の
川
を
わ
た
り
ま
つ
り

ぬ
。

 
前
の
短
歌
四
首
と
こ
の
一
首
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
雨
の
清
ら
か
さ
が
、
何

度
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
雨
の
も
つ
、
こ
の
清
ら
か
さ
を
、
自
分
の
身
に
あ
て

る
と
い
う
こ
と
は
、
雨
に
よ
る
自
己
浄
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た

そ
の
雨
に
う
た
れ
な
が
ら
、
五
十
鈴
川
を
渡
る
と
い
う
。
そ
れ
は
賢
治
が
、
こ

こ
か
ら
新
た
に
踏
み
出
そ
う
と
し
て
、
浄
化
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
思
い
が
、
何

度
も
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
雨
の
清
ら
か
さ
の
中
に
、
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

767

は五
ん十
  鈴

  川

768

水
か
さ
増
し
て
あ
ら
ぶ
れ
の
人
の
こ
こ
ろ
も
き
よ
め
た
ま

 
 
 
 
 
※

み
た
ら
し
の
水
か
さ
ま
し
て
埴
土
を
な
が
し
い
よ
よ
き
よ
き
と
み
そ
ぎ

ま
つ
り
ぬ
。

 
質
屋
と
い
う
家
業
は
、
貧
し
い
農
民
か
ら
搾
取
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
ま
た
賢
治
は
そ
れ
で
生
計
を
た
て
て
い
る
父
の
庇
護
を
受
け
生

活
し
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
時
代
の
気
運
が
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
賢
治
の
心
情
は
お
だ
や
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
友
人
の

保
阪
嘉
内
も
、
〈
諸
君
人
民
に
ゆ
け
、
百
姓
を
せ
よ
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
ハ
ッ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピ
ィ
、
キ
ン
グ
ダ
ム
を
作
れ
 
パ
ラ
ダ
イ
ス
を
作
れ
〉
と
日
記
に
挿
入
さ
れ
た
、

ノ
ー
ト
の
破
片
に
て
書
い
て
い
る
。
し
か
し
賢
治
は
、
明
治
と
い
う
父
、
家
業

と
い
う
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
だ
。
そ
の
必
死
で
、
も
が
き
あ
が
い
て
い

る
様
子
が
、
神
に
対
す
る
七
六
七
番
の
〈
あ
ら
ぶ
れ
の
人
の
こ
こ
ろ
も
き
よ
め
た

ま
は
ん
〉
と
い
う
自
己
の
認
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

771

大
前
の
ま
し
ろ
き
ざ
り
に
ぬ
か
づ
き
て
、

し
か
な
。

た
ま
の
し
ぶ
き
を
身
に
あ
び

 
神
の
御
前
に
あ
る
真
白
な
硅
岩
の
砂
利
に
ぬ
か
ず
い
て
、
雨
の
し
ぶ
き
を
身

に
あ
び
る
賢
治
。
雨
と
い
う
浄
化
作
用
を
促
す
、
し
ぶ
き
を
身
に
あ
び
る
こ
と

で
、
神
道
へ
の
敬
い
の
念
が
一
層
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
法
華
経

信
仰
の
は
ず
の
賢
治
が
神
道
へ
の
傾
き
を
示
し
て
い
る
、
こ
の
短
歌
の
内
容
と

は
、
明
ら
か
に
彼
の
信
仰
の
矛
盾
な
の
で
は
な
い
か
、
裏
切
り
で
は
な
い
か
と
 
 
幻

の
批
判
も
あ
る
。
宮
沢
賢
治
生
誕
百
年
記
念
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
短
歌
』
 
B

に
お
い
て
、
岡
井
隆
／
佐
藤
通
雅
／
小
池
光
／
今
野
寿
美
ら
四
氏
に
よ
る
座
談

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
ヨ
 

会
が
催
さ
れ
、
そ
の
中
で
こ
の
問
題
は
次
の
よ
う
に
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。

 
 
 
伊
勢
神
宮
の
歌
の
不
可
解
さ

小
池
光
・
宮
沢
賢
治
を
も
っ
て
し
て
も
、
伊
勢
神
宮
へ
行
く
と
、
無
条
件
に

 
 
「
謝
し
ま
つ
り
つ
・
」
「
ぬ
か
つ
か
ん
」
「
き
よ
め
た
ま
は
ん
」
と
い
う

 
 
レ
ベ
ル
で
、
短
歌
表
現
が
そ
こ
へ
走
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ど

 
 
こ
か
で
見
た
光
景
だ
と
思
っ
た
ら
、
戦
争
短
歌
は
全
部
、
同
じ
構
造
な

 
 
ん
で
す
よ
。
（
略
）
こ
う
い
う
伊
勢
神
宮
の
一
連
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

 
 
（
略
）
法
華
宗
の
信
者
と
伊
勢
神
宮
は
そ
も
そ
も
矛
盾
し
な
い
の
か
ど

 
 
う
か
も
わ
か
ら
な
い
し
ね
。



岡
井
隆
・
そ
れ
は
矛
盾
し
な
い
ん
だ
な
あ
。
こ
っ
ち
の
ほ
う
は
要
す
る
に
ア

 
 
ニ
ミ
ズ
ム
で
し
ょ
う
。
神
道
と
い
う
の
が
宗
教
と
い
う
段
階
で
と
ら
え

 
 
ら
れ
な
い
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

 
信
仰
上
の
矛
盾
で
は
な
い
の
か
と
問
う
小
池
氏
に
対
し
、
岡
井
氏
は
、
〈
神

道
と
い
う
の
が
宗
教
と
い
う
段
階
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
か
た
ち
に
な
っ
て
い

る
〉
の
だ
と
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
信
仰
上
の
矛
盾
と
考
え
る
か
、
自
然
へ
の

敬
い
と
見
る
の
か
と
い
う
事
も
そ
う
な
の
だ
が
、
さ
ら
に
こ
の
短
歌
を
不
可
解

な
も
の
に
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
こ
の
座
談
会
の
申
で
は
次
の
よ
う
な
指
摘

が
あ
る
。

 
大
正
十
年
と
い
う
と
、
賢
治
の
短
歌
へ
の
熱
気
は
、
そ
ろ
そ
ろ
冷
め
て
い
る

頃
の
は
ず
。
こ
の
短
歌
群
は
『
歌
稿
B
』
に
だ
け
、
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
も
し
か
す
る
と
、
文
語
詩
を
想
定
し
た
段
階
で
作
っ
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
昭
和
七
、
八
年
と
い
う
レ
ベ
ル
の
社
会
を
背
景

に
し
た
作
品
と
し
て
、
と
ら
え
る
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
証
拠

が
な
い
の
だ
と
、
先
の
対
談
の
中
で
佐
藤
通
雅
氏
は
述
べ
る
。

 
も
し
、
佐
藤
通
雅
氏
の
い
う
よ
う
に
、
昭
和
七
、
八
年
と
い
う
日
本
が
軍
国

主
義
に
向
か
っ
て
い
る
時
に
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
も
の
な
ら
、
こ
の
短
歌

は
も
っ
と
複
雑
な
様
相
を
お
び
て
く
る
だ
ろ
う
。
大
正
十
年
置
の
体
験
を
、
昭

和
七
、
八
年
の
時
に
『
歌
稿
B
』
へ
書
き
加
え
た
と
い
う
指
摘
。
時
間
差
が
あ

る
と
い
う
よ
う
な
現
象
は
、
賢
治
作
品
に
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
初
期
短
編
綴
の
「
秋
田
街
道
」
の
場
合
、
大
正
六
年
に
あ
っ
た
出
来
事

を
ま
ず
短
歌
と
し
て
書
き
、
そ
れ
か
ら
大
正
九
年
に
そ
の
体
験
を
散
文
詩
風
作

品
へ
と
書
き
か
え
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
短
歌
群
を
、
先
の
例
の

宮
沢
賢
治
『
歌
稿
B
』
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
に
関
す
る
考
察
（
上
）

よ
う
に
時
間
差
が
あ
る
と
み
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
昭
和
六
、
七
年
と
い
う
社

会
を
背
景
に
し
た
作
品
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
か
。

 
昭
和
六
年
、
満
州
事
変
を
き
っ
か
け
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
で
、

思
想
・
言
論
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
、
治
安
維
持
法
に
よ
る
多
数

の
検
挙
者
が
あ
り
、
彼
ら
の
多
く
が
国
家
主
義
へ
と
転
向
し
た
。
こ
の
よ
う
な

軍
部
の
台
頭
す
る
時
代
背
景
の
下
に
、
賢
治
は
こ
れ
ら
日
本
回
帰
の
短
歌
を
書

い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
我
々
の
目
か
ら
見
て
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
た
と
え
、
こ
れ
が
大
正
十
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、
昭
和
七
、
八
年
中
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
賢
治
が
こ
の
短
歌
で

表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
と
は
、
神
道
へ
の
信
仰
上
の
転
向
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
大
正
十
年
当
時
の
、
父
と
の
宗
教
上
の
争
い
、
そ
の
関
係
回
復
を
は

か
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
外
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
宗
教
を
見
つ
め
考
え
直

す
こ
と
が
、
こ
の
短
歌
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
、
本
論
で

は
こ
の
後
、
論
拠
を
挙
げ
な
が
ら
主
張
し
て
ゆ
く
。
ま
た
、
岡
井
氏
の
い
う
よ

う
に
〈
神
道
と
い
う
の
が
宗
教
と
い
う
段
階
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
か
た
ち
に

な
っ
て
い
る
〉
と
い
う
の
は
、
次
の
短
歌
二
首
を
み
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

賢
治
は
、
神
道
へ
の
信
仰
上
の
転
向
な
ど
は
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

772773

五
十
鈴
川

く
。

水
か
さ
増
し
て
は
に
を
な
が
し
天
雲
ひ
く
く
杉
む
ら
を
翔

 
 
 
 
 
※

雲
翔
く
る
み
杉
の
む
ら
を
う
ち
め
ぐ
り

し
ぬ
。

五
十
鈴
川
か
も
は
に
を
な
が

（33］



宮
沢
賢
治
『
歌
稿
B
』
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
に
関
す
る
考
察
（
上
）

 
降
り
し
き
る
雨
に
よ
っ
て
、
五
十
鈴
川
の
水
か
さ
は
増
し
て
泥
を
流
し
、
雲

は
低
く
垂
れ
込
め
て
、
杉
の
群
立
ち
の
中
を
翔
け
め
ぐ
る
。
天
雲
が
ひ
く
く
杉

の
群
立
ち
を
翔
け
る
と
は
、
自
然
の
荒
々
し
さ
を
表
現
し
て
お
り
、
自
然
は
い

つ
も
恵
み
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
、
自
然
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
描
い

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
七
七
三
番
の
、
雲
は
翔
け
る
よ
う
に
、
杉

の
群
立
ち
を
め
ぐ
っ
て
、
五
十
鈴
川
も
ま
た
、
泥
を
洗
い
流
し
て
い
る
。
こ
こ

に
も
自
然
の
威
力
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
天
雲
は
雨
を

も
た
ら
し
杉
や
川
に
ふ
り
そ
そ
ぐ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
自
然
の
営
み
・
循
環
（
サ

イ
ク
ル
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
然
へ
の
敬
い
の
念
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
賢
治
は
こ
の
短
歌
で
、
神
道
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
昭
和
七
、
八
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
に
も
従
え
な
い
。
本

論
で
は
、
大
正
十
年
説
、
そ
し
て
自
然
へ
の
敬
意
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の

短
歌
を
と
ら
え
分
析
す
る
。

拠
 
あ
り
あ
け
の

 
 
ん
と
す
。

［
月
は
の
こ
れ
ど
］
松
む
ら
の
そ
よ
ぎ
爽
か
に
日
は
出
で

 
夜
明
け
方
、
月
は
の
こ
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
松
の
群
立
ち
の
中
か
ら
、
風
は

そ
よ
ぎ
、
ま
た
爽
や
か
に
日
が
ま
さ
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
ま
さ
に
、
日

の
出
（
ほ
太
陽
）
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
新
た
に
賢
治
の
目
が
開
か
れ

て
ゆ
く
こ
と
を
、
夜
明
け
方
の
風
景
に
寄
せ
て
、
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
開
眼
の
夜
明
け
、
仏
教
に
対
す
る
思
い
は
の
こ
れ
ど
、
今
爽
や
か
に

自
然
へ
の
敬
度
な
思
い
が
賢
治
の
中
に
湧
き
出
よ
う
と
し
て
い
る
。
内
田
朝
雄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
 
 

氏
は
『
続
・
私
の
宮
沢
賢
治
』
の
中
で
、
大
正
十
年
は
特
に
重
要
な
年
で
あ
る

と
し
て
、
付
属
資
料
と
し
て
年
譜
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
内
田
氏
は
、
〈
父

と
ふ
た
り
い
そ
ぎ
て
伊
勢
に
詣
る
な
り
〉
〈
大
神
の
み
前
に
父
と
ふ
た
り
ぬ
か

つ
か
ん
〉
〈
あ
ら
ぶ
れ
し
人
の
こ
こ
ろ
も
き
よ
め
た
ま
わ
ん
〉
〈
埴
土
を
な
が
し

い
よ
よ
き
よ
き
と
み
そ
ぎ
ま
つ
り
ぬ
V
〈
た
ま
の
し
ぶ
き
を
身
に
あ
び
し
か
な
〉

と
い
う
五
首
を
引
い
て
、
こ
の
よ
う
な
語
句
の
う
ち
に
、
賢
治
の
こ
こ
ろ
の
変

貌
の
過
程
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
わ
れ
る
。
し

か
し
こ
こ
に
は
確
か
に
、
賢
治
の
新
た
な
世
界
観
の
広
が
り
と
し
て
、
〈
こ
こ

ろ
の
変
貌
の
過
程
〉
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

775

 
比
叡
根
本
中
堂

ね
が
は
く
は
 
妙
法
如
来
正
偏
知

大
師
の
み
旨
成
ら
し
め
た
ま
へ
。

 
六
世
紀
、
中
国
天
台
山
の
智
頻
が
大
成
し
た
天
台
宗
は
、
法
華
経
を
根
本
経

典
と
し
、
最
澄
が
八
〇
五
年
に
唐
か
ら
伝
え
、
禅
・
密
教
を
総
合
し
た
日
本
天

台
宗
学
を
確
立
し
、
比
叡
山
に
延
暦
寺
を
創
立
し
た
。
そ
の
頃
の
大
師
の
正
し

い
意
向
を
今
こ
こ
に
顕
現
し
て
ほ
し
い
と
い
う
賢
治
の
祈
り
、
像
法
へ
寄
せ
る

夢
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
か
、
妙
法
蓮
華
経
の
如
来
様
、
正
し
い

悟
り
を
開
い
た
伝
教
大
師
の
ご
意
向
を
成
就
さ
せ
て
下
さ
い
、
と
。

776

 
大
講
堂

い
つ
く
し
き
五
色
の
幡
は
か
け
た
れ
ど
み
こ
こ
ろ
い
か
に
と
ざ
し
だ
ま

は
ん
。

 
 
 
 
 
※

（34）



π
 
い
つ
く
し
き
五
色
の
幡
に
つ
・
ま
れ
て
大
講
堂
そ
こ
と
に
わ
び
し
き
。

 
大
正
十
年
は
、
伝
教
大
師
の
一
千
一
百
年
忌
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
記
念
法

要
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
ご
そ
か
で
立
派
な
五
色
の
幡
（
旗
）
は
か

け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
派
手
さ
加
減
が
、
大
講
堂
を
こ
と
に
わ
び
し
い
も

の
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
師
の
み
心
が
、
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

か
と
賢
治
は
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

778779780782

う
ち
寂
む
大
講
堂
の
薄
明
に
さ
ら
ぬ
方
し
て
わ
れ
い
の
る
な
り
。

 
 
 
 
 
※

あ
ら
た
な
る
み
像
か
し
こ
く
か
・
れ
ど
も
、
そ
の
慕
は
し
き
み
像
は
あ

れ
ど
。

 
 
 
 
 
※

お
・
大
師
た
が
ひ
ま
つ
ら
じ
、
た
“
知
ら
せ
き
み
が
み
前
の
い
の
り
を

し
ら
せ
。

 
 
 
 
 
※

わ
れ
も
ま
た
大
講
堂
に
鐘
つ
く
な
り
そ
の
像
法
の
日
は
去
り
し
そ
と
。

 
七
七
八
番
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
講
堂
の
薄
明
か
り
の
中
で
、
賢
治

は
〈
さ
ら
ぬ
干
し
て
わ
れ
い
の
る
な
り
〉
と
い
う
。
そ
の
祈
り
の
内
容
が
七
八

○
番
に
浮
き
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
教
大
師
よ
、
あ
な
た
が
仏
の
前
で
誓
っ

た
み
旨
を
、
た
だ
わ
た
し
に
知
ら
せ
て
下
さ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
そ
う
し
て
賢
治
も
ま
た
皆
と
同
じ
よ
う
に
、
大
講
堂
に
向
か
っ
て
、
鐘
を
つ

い
た
。
釈
迦
の
教
え
を
忠
実
に
守
り
、
修
行
し
て
い
た
頃
の
、
大
師
ご
存
命
中

宮
沢
賢
治
『
歌
稿
B
』
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
に
関
す
る
考
察
（
上
）

の
あ
の
日
は
終
わ
っ
た
の
だ
と
、
か
み
し
め
な
が
ら
鐘
を
つ
く
賢
治
。
梵
鐘
の

音
に
は
、
煩
悩
の
け
が
れ
が
な
い
清
ら
か
な
こ
と
、
無
我
や
空
の
意
味
が
込
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
神
聖
さ
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
賢
治
に
と
っ
て
、

こ
の
梵
鐘
の
音
は
ど
こ
か
そ
ら
ぞ
ら
し
い
も
の
と
し
て
、
響
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

781783

 
琵
琶
湖

み
つ
う
み
の
ひ
か
り
は
る
か
に
す
な
つ
ち
を
掻
き
た
ま
ひ
け
ん
そ
の
日

遠
し
も
。

 
 
 
 
 
※

み
つ
う
み
は
夢
の
中
な
る
碧
孔
雀
ま
ひ
る
な
が
ら
に
寂
し
が
り
け
り
。

 
中
村
稔
氏
は
、
七
八
三
番
の
歌
に
つ
い
て
全
同
孔
雀
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
る
琵

琶
湖
の
す
が
た
に
宮
沢
賢
治
は
異
様
な
戦
標
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
「
寂
し
が

り
け
り
」
と
結
ば
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
句
の
抽
象
的
で
空

虚
な
ひ
び
き
が
こ
の
歌
を
短
歌
的
好
情
に
収
敏
さ
せ
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ネ
 
 

句
の
空
し
さ
を
賢
治
は
自
覚
し
て
い
た
ろ
う
〉
と
い
う
。

 
こ
の
二
首
の
歌
は
、
山
頂
か
ら
臨
む
湖
面
の
輝
く
光
に
、
如
来
の
智
慧
を
感

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
師
ご
存
命
中
の
頃
の
日
は
、
遠
い
昔
の
こ
と
だ
と
い

う
。
琵
琶
湖
は
、
賢
治
の
像
法
と
い
う
夢
の
中
で
は
く
碧
孔
雀
〉
で
も
、
現
実

は
〈
ま
ひ
る
な
が
ら
に
寂
し
が
り
け
り
〉
と
な
る
の
で
あ
る
。
夢
と
現
実
と
の

二
重
の
風
景
が
、
こ
の
短
歌
の
中
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
内
田
朝
雄
氏
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
短
歌
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
〈
「
大
講

堂
」
に
は
、
宗
祖
最
澄
を
は
じ
め
「
鎌
倉
仏
教
」
の
各
派
の
宗
祖
の
像
が
三
方

（35）



宮
沢
賢
治
『
歌
稿
B
』
「
大
正
十
年
四
月
」
の
短
歌
に
関
す
る
考
察
（
上
）

の
壁
に
ず
ら
り
と
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
そ
の
慕
し
き
み
像
」
賢
治
の
慕
わ
し

き
「
日
蓮
」
の
像
も
あ
る
。
そ
の
「
宗
教
的
歴
史
」
の
な
か
で
揺
れ
る
賢
治
の

「
認
識
」
か
ら
、
「
法
」
（
1
1
像
法
・
濱
田
）
へ
の
「
祈
り
」
の
は
げ
し
さ
が
生

れ
る
。
「
そ
の
時
」
と
「
そ
の
場
所
」
が
「
人
間
の
心
」
に
与
え
る
「
機
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

い
う
も
の
は
、
私
共
の
誰
に
も
あ
る
〉
の
だ
と
い
う
。
大
師
ご
存
命
中
の
頃
の

日
の
、
像
法
へ
の
賢
治
の
思
い
の
は
げ
し
さ
が
、
夢
と
現
実
の
二
重
の
風
景
を

う
み
だ
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

 
賢
治
は
、
伊
勢
神
宮
で
は
神
道
に
心
を
動
か
さ
れ
、
ま
た
比
叡
山
で
は
天
台

宗
、
仏
教
へ
と
、
こ
の
旅
行
の
経
緯
に
従
っ
て
、
短
歌
で
読
ま
れ
て
い
る
対
象

は
ど
ん
ど
ん
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
う
い
う
日
本
の
宗
教
の
歴
史
的

変
遷
を
、
こ
の
旅
行
に
お
い
て
順
に
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
そ
れ
が
機
縁
と
な

り
、
賢
治
の
心
に
は
確
か
な
宗
教
的
広
が
り
が
で
き
つ
つ
あ
る
と
見
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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1
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保
阪
庸
夫
／
小
沢
俊
郎
『
宮
澤
賢
治
友
へ
の
手
紙
』
（
筑
摩
書
房

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
）

岡
井
隆
・
佐
藤
通
雅
・
小
池
光
・
今
野
寿
美
「
特
別
座
談
会
」

（「

Z
歌
大
特
集
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
歌
人
・
宮
沢
賢
治
」
角
川
書

店
平
成
八
年
十
月
号
）

内
田
朝
雄
「
〈
付
〉
年
譜
・
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
「
大
正
十
年
」
L
『
続
・

私
の
宮
沢
賢
治
』
（
農
村
漁
村
文
化
協
会
 
昭
和
六
三
年
九
月
）

中
村
稔
「
短
歌
・
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
『
宮
沢
賢
治
ふ
た
た
び
』
（
思
潮

社
 
一
九
九
四
年
四
月
）

（
＊
8
）
に
同
じ
。

付
記
．
こ
の
後
に
続
く
（
下
）
の
部
分
は
、
「
梅
光
学
院
大
学
．
女
子
短
期
大
 
 
ω

学
部
論
集
」
第
三
五
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陪
・

（
＊
1
）

（
＊
2
）

（
＊
3
）

（
＊
4
）

（
＊
5
）

（
＊
6
）

三
浦
正
雄
「
宮
沢
賢
治
の
宗
教
的
短
歌
-
青
年
前
期
の
求
道
と
そ
の

帰
結
l
」
（
「
賢
治
研
究
」
宮
沢
賢
治
研
究
会
 
昭
和
六
十
三
年
十
月
）

森
荘
已
池
「
賢
治
の
短
歌
」
『
校
註
・
宮
沢
賢
治
歌
集
』
（
日
本
書
院

版
昭
和
二
十
七
年
五
月
）
↓
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』

佐
藤
隆
房
『
宮
沢
賢
治
』
（
冨
山
房
 
一
九
四
二
年
九
月
）
↓
『
新

版
宮
沢
賢
治
i
素
顔
の
わ
が
友
1
』

（
＊
2
）
に
同
じ
で
あ
る
が
要
約
し
、
か
つ
文
章
の
補
強
を
行
っ
た
。

堀
尾
青
史
『
宮
澤
賢
治
年
譜
』
（
筑
摩
書
房
 
一
九
九
一
年
二
月
）

宮
沢
清
六
「
兄
賢
治
の
生
涯
」
『
新
文
芸
読
本
 
宮
沢
賢
治
』
（
河
出

書
房
新
社
 
一
九
九
〇
年
九
月
）


