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一
　
序

　
鈴
木
大
拙
は
、
太
平
洋
戦
争
末
期
、
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
）
1
（

を
基
軸
と
し

た
言
論
統
制
下
の
日
本
に
お
い
て
、『
日
本
的
霊
性
』（
一
九
四
四
）
を
執

筆
・
出
版
し
た
。
大
拙
が
、「
霊
性
」
と
い
う
当
時
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
概
念
を
独
自
の
意
味
で
使
い
、
そ
こ
に
「
日
本
的
」
と
い
う
形
容
句

を
付
し
て
書
名
（
鍵
概
念
）
と
し
た
の
は
、
当
時
流
布
し
固
定
さ
れ
て
い

た
「
日
本
精
神
」
や
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ

る
）
2
（

。
　
大
拙
は
、
こ
の
著
書
で
、
日
本
の
鎌
倉
期
以
降
に
顕
現
し
た
「
霊
性
」

を
浄
土
系
思
想
や
禅
を
中
心
に
説
い
て
い
る
が
、
彼
が
当
時
の
支
配
的
思

想
で
あ
る
神
道
に
つ
い
て
も
多
く
記
述
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な

い
。
そ
れ
ら
神
道
へ
の
批
判
的
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
大
拙
が
、
神

道
的
概
念
の
意
味
を
ず
ら
し
な
が
ら
、
自
説
の
霊
性
論
を
展
開
し
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。
た
だ
し
当
時
の
神
道
は
、
国
家
運
営
上
の
「
正
統
」

な
思
想
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
的
な
言
論
統
制
下
で
は
、
露
骨
な
批
判
は
困

難
で
あ
る）

3
（

。
そ
こ
で
大
拙
は
、
明
確
な
比
較
や
相
対
化
を
避
け
、
神
道
と

日
本
的
霊
性
を
部
分
的
に
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
も
不
明
瞭
に
差
別
化
を
は

か
る
こ
と
で
、
神
道
の
思
想
的
な
脆
弱
性
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
の
時
代

に
お
い
て
、
神
道
を
偽
装
的
に
肯
定
し
な
が
ら
自
説
を
展
開
し
、
神
道
へ

の
精
一
杯
の
批
判
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
本
稿
は
、
大
拙
に
よ
る
（
特
に
戦
後
に
激
化
す
る
）
神
道
批
判
を

考
察
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
検
討
も
意
図
し
て
い
る）

4
（

。

第
一
に
、
戦
時
中
か
ら
の
彼
の
著
述
内
容
を
そ
の
表
現
手
法
も
含
め
て
検

討
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
の
意
味
を
、
浄
土
系

思
想
や
禅
か
ら
で
は
な
く
、
神
道
と
の
対
比
に
お
い
て
新
た
な
角
度
か
ら

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
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鈴
木
大
拙
に
よ
る
神
道
と
「
霊
性
」
の
比
較

│
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
け
る
「
不
立
文
字
（
こ
と
あ
げ
せ
ぬ
）」

│
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そ
れ
ら
外
来
の
も
の
を
受
け
入
れ
自
ら
変
容
し
て
き
た
「
す
で
に
そ
こ
に

在
る
」
主
体
的
な
も
の
と
し
て
「
神
道
」
を
と
り
あ
え
ず
は
認
め
て
い
る
。

　
ま
た
、
大
拙
が
神
道
の
な
か
で
比
較
的
肯
定
す
る
伊
勢
神
道
に
関
す
る

次
の
箇
所
に
は
、
外
来
を
「
借
り
る
主
体
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。

世
間
で
は
往
々
「
神
道
」
に
は
な
ん
ら
の
思
想
内
容
が
な
い
、
何
か

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
か
老
荘
か
儒
教
か
ら
借
り
て
来
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
一
理
が
な
い
で
も
な
い

が
、
何
か
他
か
ら
借
り
て
来
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
借
り
る
主
体
が

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。「
神
道
」
が
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
内
容
は
、

素
樸
的
な
原
始
性
の
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
外
来
の
も
の
に
対
し
て
頡き

っ

頏こ
う

す
る
だ
け
の
実
質
を
持
っ
て
居
な
い
と

│
そ
う
一
筆
に
勾
下
し

去
る
わ
け
に
行
か
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
、「
神
道
」
は
い
つ
も

そ
の
名
に
よ
り
て
「
外
来
」
底
を
相
手
に
し
て
自
立
性
を
強
調
す
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
勿
論
、
い
つ
も
強
い
政
治
的
意
味
が
含
ま

れ
て
あ
る
に
は
相
違
な
い
が
、
何
に
も
な
く
て
は
、
そ
れ
自
ら
を
肯

定
し
得
な
い
。
そ
ん
な
ら
「
そ
れ
自
ら
」
な
る
も
の
は
何
か
。
自
分

の
考
え
で
は
、
神
道
が
「
そ
れ
自
ら
」
に
始
め
て
目
覚
め
た
の
が
伊

勢
神
道
で
あ
る
。（
同
一
四
八
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
神
道
批
判
が
「
世
間
で
は
…
…
」
と
第
三
者
の
主
張
と
し

て
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
大
拙
が
神
道
の
主
体
性
・
自
立
性
を
挙
げ

て
神
道
を
擁
護
す
る
、
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神

道
の
内
容
「
そ
れ
自
ら
」
が
実
質
的
に
現
れ
て
く
る
の
が
伊
勢
神
道
だ
、

と
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
あ
ま
り
そ
の
「
擁
護
」
は
功
を
奏
し
て
い
な

二
　
神
道
の
日
本
的
主
体
性
の
是
認

　
大
拙
は
、
戦
中
も
戦
後
も
、
基
本
的
に
神
道
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ

と
は
な
く
、
ほ
ぼ
全
般
的
に
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も

か
ろ
う
じ
て
神
道
の
価
値
と
み
な
さ
れ
る
の
が
、
神
道
が
「
日
本
的
な
る

も
の
）
5
（

」
を
有
し
、
対
外
的
に
主
体
性
・
自
立
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。「
神
道
に
は
ま
だ
日
本
的
霊

性
な
る
も
の
が
、
そ
の
純
粋
性
を
顕
わ
し
て
居
な
い
。
そ
れ
か
ら
神
社
神

道
ま
た
は
古
神
道
な
ど
と
称
え
ら
れ
て
居
る
も
の
は
、
日
本
民
族
の
原
始

的
習
俗
の
固
定
化
し
た
も
の
で
、
霊
性
に
は
触
れ
て
居
な
い
。
日
本
的
な

る
も
の
は
余
り
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
霊
性
の
光
は
ま
だ
そ
こ
か
ら
出
て

居
な
い
」（『
日
本
的
霊
性
』
三
五
頁
）。
あ
る
い
は
、「
も
っ
と
も
日
本
的

と
考
え
ら
れ
て
居
る
神
道
そ
の
も
の
が
禅
化
し
て
行
っ
た
」（
同
三
六
頁
）

と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
親
鸞
と
の
比
較
に
お
い
て
は
「『
神
道
』
こ
そ
も
っ

と
も
日
本
的
で
、
そ
の
流
れ
に
入
ら
ぬ
も
の
は
、
日
本
人
で
な
い
と
さ
え

い
う
も
の
も
あ
る
位
だ
の
に
、
何
故
に
神
道
者
に
此
の
ご
と
き
霊
性
的
直

覚
が
な
か
っ
た
か
」（
同
一
五
四
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
「
と
に
か
く
外
か
ら
は
い
っ
て
来
た
」
仏
教
が
、「
あ
る
年

月
を
経
過
し
て
有
機
体
」
と
な
る
に
際
し
て
の
、
そ
れ
を
受
容
す
る
側
と

し
て
、
神
道
を
「
す
で
に
そ
の
土
地
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
い
る
（
同
一

六
九
頁
）。
も
ち
ろ
ん
大
拙
は
、
神
道
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
古
代
か
ら
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
仏
教
な
ど
の
「
外
来
種
」
の
影
響
を

う
け
て
現
在
の
形
を
成
し
て
き
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
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的
な
も
の
に
は
一
種
の
魅
力
の
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
人
間
は

誰
も
そ
れ
に
心
を
惹
か
れ
る
。
が
、
そ
れ
は
大
人
・
成
人
・
老
人
と

し
て
で
あ
っ
て
、
自
分
自
ら
が
嬰
孩
で
あ
る
場
合
に
は
、
嬰
孩
性
な

ど
い
う
意
識
は
も
と
よ
り
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
意
識
せ
ら
れ
る
と

き
は
、
そ
れ
が
否
定
せ
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
否
定
が

強
く
深
け
れ
ば
、
そ
の
度
に
応
じ
て
、
ま
た
原
始
性
に
対
し
て
の
あ

こ
が
れ
、
従
っ
て
そ
れ
へ
の
得
入
が
、
強
く
て
深
い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
霊
性
的
直
覚
が
、
そ
の
明
瞭
さ
を
増
し
て
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
出
て
来
る
も
の
は
、
も
は
や
情
性
的

直
覚
で
な
く
て
、
霊
性
的
で
あ
る
。（
同
一
五
〇
頁
）

　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
原
始
的
・
嬰
孩
的
な
も
の
」
は
、
大
拙
の
別
の
表

現
を
用
い
れ
ば
「
子
供
心
」
あ
る
い
は
「
無
分
別
」
と
言
え
る
。
そ
れ
ら

は
宗
教
意
識
上
「
心
を
惹
か
れ
」「
あ
こ
が
れ
」
る
も
の
と
も
言
え
る
が
、

大
拙
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
赤
子
・
無
分
別
の
ま
ま
で
は
生
き
て
い
け
ず
、

成
長
し
大
人
と
な
る
過
程
で
分
別
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
原
始
性
や
嬰
孩
性
だ
け
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
は
「
何
と
な
く
物
足

ら
ぬ
」
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
分
別
を
持
ち
大
人
と
な
っ
た
者
こ
そ
が
、

そ
の
過
程
で
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
自
ら
の
無
分
別
な
嬰
孩
性
を
求
め
、

そ
し
て
得
ら
れ
た
「
無
分
別
の
分
別
」
が
真
の
宗
教
意
識
（
霊
性
）
で
あ

る
と
語
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
霊
性
は
、
嬰
孩
（
赤
子
）

の
ま
ま
、
原
始
の
ま
ま
、
無
分
別
の
ま
ま
で
は
、
得
ら
れ
な
い
。
霊
性
の

自
覚
に
は
、
何
ら
か
の
分
別
を
経
て
の
無
分
別
（
大
人
の
赤
子
）
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

7
（

。

い
。
実
際
、
神
道
が
「
そ
れ
自
ら
」
に
目
覚
め
た
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の

具
体
的
「
思
想
内
容
」
は
述
べ
ら
れ
ず
に
、
た
だ
主
体
性
・
自
立
性
が
あ

る
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
神
道
へ
の
「
是
認
」
は
、
全
体
の
文
脈
か

ら
見
れ
ば
、
ほ
ん
の
さ
さ
や
か
な
肯
定
に
す
ぎ
ず
、
戦
時
下
の
表
現
手
法

と
し
て
偽
装
的
に
も
読
め
る）

6
（

。

三
　
神
道
の
原
始
性
・
嬰
孩
性
・
素
朴
性

　
こ
の
よ
う
に
神
道
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
的
な
も
の
」
が
あ
る
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
大
拙
の
言
う
霊
性
と
し
て
現
れ
出
て
お
ら

ず
、
日
本
的
霊
性
と
も
言
え
な
い
。
大
拙
に
よ
れ
ば
、「
古
代
の
日
本
人

に
は
、
本
当
に
い
う
宗
教
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
極
め
て
素
朴
な
自
然
児
」

で
あ
っ
て
、
日
本
人
が
「
宗
教
に
目
覚
め
自
ら
の
霊
性
に
気
づ
い
た
」
の

は
、
鎌
倉
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
だ
と
言
う
（
同
四
四
頁
）。
大
拙
は
、

そ
う
し
た
本
当
の
宗
教
意
識
（
霊
性
）
に
目
覚
め
て
い
な
い
神
道
の
あ
り

方
を
、
次
の
よ
う
に
素
朴
性
・
原
始
性
・
嬰え

い

孩が
い

（
赤
子
）
性
と
評
し
て
い

る
。「

神
道
」
的
な
も
の
に
対
し
て
何
と
な
く
日
本
的
と
い
う
も
の
を
感

じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て

そ
の
点
に
お
い
て
わ
れ
ら
日
本
人
は
い
ず
れ
も
「
神
道
」
者
で
あ
る
。

が
、
そ
こ
に
は
何
と
な
く
　
物
足
ら
ぬ
感
じ
の
す
る
の
を
禁
ず
る
こ

と
が
出
来
ぬ
。
そ
れ
は
ど
う
も
「
神
道
」
的
直
覚
に
日
本
的
霊
性
的

な
も
の
が
な
い
か
ら
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
原
始
的
・
嬰
孩
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大
拙
の
言
う
「
霊
性
」
は
、
原
始
性
（
肯
定
）
の
ま
ま
で
は
成
り
立
た

ず
、
必
ず
否
定
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
「
あ
る

が
ま
ま
」
は
、
草
木
や
犬
猫
と
違
い
、「
な
い
」
を
通
っ
て
の
「
あ
る
」

こ
そ
が
「
本
来
の
『
あ
る
が
ま
ま
の
あ
る
』」
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
通

常
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
言
え
ば
、
文
字
通
り
に
た
だ
「
あ
る
が
ま
ま
」
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
な
い
」
と
い
う
否
定
を
含
め
る
必
要
は
な
い
は

ず
で
あ
る
（
ま
さ
に
「
い
ら
ざ
る
曲
折
」
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、
一
度

も
否
定
（
曲
折
）
を
経
た
こ
と
の
な
い
「
あ
る
が
ま
ま
」
は
、
も
し
そ
こ

に
「
な
い
」
と
い
う
否
定
が
生
じ
た
場
合
は
、
も
は
や
「
あ
る
が
ま
ま
」

で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
「
あ
る
が
ま
ま
で
あ
る
」
た
め
に
は
、

「
な
い
」
の
除
去
が
必
要
条
件
と
な
る
。
大
拙
に
よ
れ
ば
、
神
道
で
は
穢け

が

れ
が
生
じ
れ
ば
そ
れ
を
祓は
ら

え
ば
よ
い
が
、
そ
れ
で
は
「
絶
対
的
な
肯
定
」

と
は
な
ら
な
い
。
否
定
（
穢
れ
）
の
あ
る
・
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
無
条
件

に
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
（
接
取
す
る
）
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う

し
た
「
あ
る
／
な
い
」
の
分
別
を
含
ん
だ
無
分
別
の
ま
ま
（
如
）
こ
そ
が
、

真
の
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
、
草
木
や
犬
猫
と

違
い
、
必
ず
「
あ
る
／
な
い
」
の
分
別
を
有
し
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
抽
象

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
抽
象
さ
れ
た
片
方
で
は
な
く
、
肯
定
と
否
定

の
両
方
を
含
ん
だ
「
あ
る
」
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
こ
そ
、

「
本
来
の
『
あ
る
が
ま
ま
』」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
次
の
引
用
で
は
、
同
様
の
こ
と
が
「
物
の
あ
わ
れ
」
と
の
関
連
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

物
の
あ
わ
れ
〔
ａ
〕
で
は
、
ま
だ
感
情
の
世
界
に
う
ろ
う
ろ
し
て
居
る

四
　
霊
性
に
お
け
る
否
定
性

　
そ
し
て
大
拙
は
、
神
道
に
霊
性
が
な
い
理
由
に
、
神
道
が
原
始
・
嬰
孩

の
ま
ま
で
あ
り
、
否
定
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
見
て
い
る
。

　
何
故
に
、
神
道
的
直
覚
は
〔
霊
性
的
で
な
く
、
単
に
〕
情
性
的
で

あ
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
ま
だ
否
定
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
直
覚

だ
か
ら
で
あ
る
。
感
性
的
直
覚
も
そ
う
で
あ
る
が
、
単
純
で
原
始
性

を
帯
び
た
直
覚
は
、
一
た
び
否
定
の
爐ふ
い
ご鞴
を
く
ぐ
っ
て
来
な
け
れ
ば

霊
性
的
な
も
の
と
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
否
定
の
苦
杯
を
嘗
め
て
か
ら

の
直
覚
ま
た
は
肯
定
で
な
い
と
、
そ
の
上
に
形
而
上
学
的
体
系
を
組

み
立
て
る
わ
け
に
行
か
な
い
の
で
あ
る
。（
同
一
五
〇
頁
）

「
あ
る
が
ま
ま
の
あ
る
」
で
は
、
草
も
木
も
そ
う
で
あ
る
。
猫
も
犬

も
そ
う
で
あ
る
、
山
も
河
も
そ
う
で
あ
る
。「
あ
る
」
が
「
あ
る
」

で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
還
る

と
き
、
そ
れ
が
本
来
の
「
あ
る
が
ま
ま
の
あ
る
」
で
あ
る
。
人
間
の

意
識
は
こ
ん
な
経
過
を
通
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
い
ら

ざ
る
曲
折
だ
、
そ
れ
は
病
的
だ
と
い
っ
て
の
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
で

あ
る
が
、
そ
ん
な
人
に
対
し
て
は
、
言
挙
げ
る
す
べ
が
な
い
の
で
あ

る
。（
略
）
こ
の
「
あ
る
が
ま
ま
の
あ
る
」
に
対
し
て
、
一
た
び
は

そ
れ
が
強
く
否
定
せ
ら
れ
て
「
あ
る
」
が
「
な
い
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
感
性
的
ま
た
は
情
性
的
直
覚
が

霊
性
的
直
覚
に
入
る
途
は
、
否
定
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。（
同
一

五
一
頁
）
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五
　
思
惟
的
洗
錬
と
「
不こ
と
あ
げ
せ
ぬ

立
文
字
」

　
原
始
性
・
嬰
孩
性
が
い
っ
た
ん
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
肯
定
だ
け
の
原
経

験
が
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
、
思
惟
の
洗
錬
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
無
分
別
が
分
別
化
す
る
こ
と
、
宣
長
ふ
う
に
言
え
ば
「
神
な
が
ら
」

が
「
漢か

ら
ご
こ
ろ意」

を
経
る
こ
と
で
あ
る）

9
（

。

本
居
宣
長
が
、
漢
意
の
理
窟
に
偏
す
る
を
喜
ば
な
い
で
、
大
和
心
の

直す

ぐ
に
し
て
、
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
受
け
入
れ
る
の
を
取
る

と
い
っ
て
居
る
の
も
、
畢ひ

っ
き
ょ
う竟ず
る
に
、
北
方
系
と
南
方
系
と
は
、
そ

の
考
え
方
、
感
じ
方
、
そ
の
動
き
方
に
お
い
て
、
相
同
じ
か
ら
ざ
る

も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。「
神
な
が
ら
」
も
亦
、
こ
の
莫
妄
想
的
南
方

系
思
想
の
表
現
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
神
道
系
思
想
が
や
や
も
す
れ

ば
老
荘
風
に
傾
く
と
い
う
の
も
、
こ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
但
々
禅

に
は
、
単
な
る
莫
妄
想
で
な
く
て
、
そ
の
支
那
で
出
来
て
、
イ
ン
ド

に
そ
の
根
を
お
い
て
居
る
と
い
う
事
実
で
、
た
だ
の
「
神
な
が
ら
」

の
上
に
一
種
の
思
惟
的
洗
錬
が
加
え
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
見
逃
し
て

は
な
ら
ぬ
。（
同
四
一
頁
）

　
こ
こ
で
大
拙
が
用
い
る
「
南
方
系
・
北
方
系
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
対

比
は
、
お
お
よ
そ
「
直
覚
的
・
思
惟
的
」
あ
る
い
は
「
無
分
別
・
分
別
」、

さ
ら
に
大
雑
把
に
は
「
老
荘
風
・
孔
孟
風
」
や
「
イ
ン
ド
・
支
那
」
と
い

う
対
比
と
も
平
行
し
て
い
る
。
文
中
の
「
莫
妄
想
」（
無
学
祖
元
が
元
寇

に
対
峙
し
た
北
条
時
宗
に
述
べ
た
）
も
、
単
に
〈
何
も
考
え
る
な
、
何
も

す
る
な
〉
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
適
切
な
思
惟
と
決
断
に
基
づ
い
た
無

も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
霊
性
の
動
き
が
認
め
ら
れ

ぬ
。
自
己
と
い
う
も
の
の
源
底
を
尽
く
し
て
居
な
い
。
い
わ
ば
、
ま

だ
病
気
に
か
か
っ
て
居
な
い
。
自
己
否
定
の
経
験
が
な
い
。
病
気
と

い
う
は
こ
の
〔
自
己
否
定
の
〕
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
い
う

病
気
は
肉
体
の
否
定
で
あ
る
。
こ
の
否
定
で
肉
体
の
実
在
に
逢
著
す

る
。
こ
こ
に
人
間
と
他
の
生
物
と
の
差
等
を
見
う
る
の
で
あ
る
。
宗

教
意
識
は
こ
こ
〔
自
己
否
定
の
経
験
に
よ
る
実
在
へ
の
逢
著
〕
で
始

め
て
息
吹
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
業
の
重
さ
は
こ
こ
ま
で
来
な
い
と

感
ぜ
ら
れ
な
い
。
素
樸
な
原
始
的
生
活
を
送
っ
て
居
る
限
り
、
人
間

は
嬰
孩
性
を
出
な
い
。
神
な
が
ら
の
世
界
は
一
た
び
反
省
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
反
省
・
病
気
・
否
定
・

〔
マ
マ
〕経

験
）
8
（

と
を
通
過
し

て
後
の
生
活
は
、
も
は
や
原
始
性
及
び
嬰
孩
性
と
い
う
も
の
の
範
疇

に
は
入
れ
ら
れ
ぬ
。こ
こ〔
否
定
の
通
過
〕で
感
ず
る
物
の
あ
わ
れ
〔
ｂ
〕

は
、
平
安
時
代
の
歌
人
が
感
じ
た
も
の
よ
り
も
徹
底
し
て
居
る
。
物

そ
の
も
の
の
真
実
底
に
触
れ
て
居
る
。（
同
一
〇
七
頁
）

　
大
拙
が
言
う
に
は
、
人
間
は
、
素
朴
に
原
始
の
ま
ま
に
、
一
度
も
否
定

さ
れ
る
こ
と
な
く
「
神
な
が
ら
の
世
界
」
に
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
霊

性
に
目
覚
め
る
こ
と
が
な
い
。「
自
己
否
定
の
経
験
」
に
よ
っ
て
霊
性
（
宗

教
意
識
）
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
引
用
冒
頭
の

「
物
の
あ
わ
れ
〔
ａ
〕」
は
、
い
ま
だ
反
省
や
否
定
が
な
い
不
徹
底
な
も
の
で

あ
る
が
、
引
用
末
の
「
物
の
あ
わ
れ
〔
ｂ
〕」
は
、
自
己
否
定
の
経
験
を
経

た
「
物
そ
の
も
の
の
真
実
底
に
触
れ
」
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
含
意
は
異

な
る
。
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自
ら
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
自
覚
す
る
者
が
、
そ
の
ま
ま
「
絶
対

の
大
悲
」
に
よ
っ
て
肯
定
（
接
取
）
さ
れ
る
。
こ
れ
を
大
拙
は
、「
自
然

法
爾
」「
只し

麼も

の
禅
」「
無
義
の
義
」
な
ど
と
仏
教
的
表
現
を
列
記
し
な
が

ら
（
浄
土
系
思
想
と
禅
の
概
念
が
同
義
か
の
よ
う
に
）、
そ
れ
に
加
え
て

「
神
な
が
ら
の
道
」「
言
挙
げ
せ
ぬ
こ
と
」「
赤
き
心
」
な
ど
の
神
道
的
表

現
も
列
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
然
こ
れ
ら
の
概
念
は
元
来
異
な
っ
た

思
想
文
脈
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
同
義
で
は
な
い
。
そ
う

し
た
禅
・
浄
土
系
思
想
・
神
道
の
思
想
上
の
概
念
群
を
、
こ
こ
で
大
拙
は
、

曲
解
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
意
図
的
な
再
解
釈
に
よ
る
統
合
を
試
み
る
の
だ

が
、
こ
の
強
引
と
も
思
え
る
概
念
の
統
合
は
、
ど
の
よ
う
に
可
能
な
の
か
。

そ
こ
で
大
拙
は
、
そ
れ
ら
概
念
の
差
異
を
無
視
し
、
そ
の
共
通
性
に
よ
っ

て
統
合
す
る
た
め
に
、
そ
の
直
後
に
「
一
つ
の
概
念
が
加
わ
っ
て
居
る
」

と
但
し
書
き
を
す
る
。
そ
の
「
一
つ
の
概
念
」
が
、
こ
の
世
の
肯
定
も
否

定
も
無
条
件
に
包
み
込
む
「
絶
対
の
大
悲
」
で
あ
り
、
大
拙
の
主
張
す
る

「
無
分
別
の
分
別
」
の
働
き
で
あ
る
。
こ
の
「
絶
対
の
大
悲
」
に
よ
っ
て
、

「
不
立
文
字
」
は
「
言こ

と

挙あ

げ
せ
ぬ
」
と
ル
ビ
を
打
た
れ
、
否
定
を
通
過
し

た
「
神
な
が
ら
」
が
「
横
超
」
と
な
っ
て
、
日
本
的
霊
性
と
な
り
得
る
の

で
あ
る
。

　
次
の
引
用
は
、
神
道
の
あ
り
方
と
否
定
性
の
関
係
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

神
は
正
直
の
頭こ

う
べに

宿
る
だ
け
で
は
い
ま
だ
し
で
あ
る
。
そ
の
神
も
そ

の
正
直
心
も
清
明
心
も
こ
と
ご
と
く
否
定
せ
ら
れ
て
、
す
べ
て
が
一

た
び
奈な

落ら
く

の
底
に
沈
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
息
吹
き

心
の
行
動
を
促
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
中
の
「
単
な
る
莫
妄
想

で
な
く
」
や
「
た
だ
の
『
神
な
が
ら
』
の
上
に
一
種
の
思
惟
的
洗
錬
が
加

え
ら
れ
」
と
い
う
表
現
は
、
無
分
別
と
分
別
が
と
も
に
合
わ
さ
っ
た
（
無

分
別
の
分
別
と
し
て
の
）「
あ
り
の
ま
ま
」「
神
な
が
ら
」
の
姿
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
右
の
引
用
で
は
、
禅
的
表
現
と
神
道
的
表
現
を
重

ね
る
大
拙
独
特
の
解
釈
が
見
ら
れ
た
が
、
次
の
引
用
に
は
、
さ
ら
に
浄
土

系
思
想
（
親
鸞
）
の
表
現
が
加
わ
っ
て
い
る
。

此
世
の
生
活
が
罪
業
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
罪
業
が
何
等

の
条
件
も
な
し
に
、
唯
々
信
の
一
念
で
、
絶
対
に
大
悲
者
の
手
に
接

取
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
吾
等
現
在
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
そ

の
立
場
が
そ
の
ま
ま
、
そ
れ
で
よ
い
と
肯
定
せ
ら
れ
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
自
然
法
爾
で
あ
る
、
只
麼
の
禅
で
あ
る
。
無
義

の
義
で
あ
る
、
神
な
が
ら
の
道
で
あ
る
、
言
挙
げ
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
、

「
ひ
た
ぶ
る
に
直
く
な
む
あ
り
け
る
」
そ
の
直ぢ

き

心し
ん

そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
さ
か
し
ら
」
を
入
れ
な
い
無
分
別
の
分
別
で
あ
る
。
計
較

情
謂
を
絶
し
た
、
は
か
ら
い
な
き
赤
き
（
赤
裸
々
、
浄
灑
々
）
心
の

丸
出
し
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
に
又
一
つ
の
概
念
が
加
わ
っ
て
居
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
絶
対
の
大
悲
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

此
大
悲
に
包
ま
れ
て
、
心
は
赤
き
を
得
る
の
で
あ
る
。
不こ

と
あ
げ
せ
ぬ

立
文
字
が

可
能
な
の
で
あ
る
。
神
な
が
ら
は
神
な
が
ら
で
、
今
一
つ
の
飛
躍
又

は
横
超
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
日
本
的
霊
性
の
姿
が
そ
の
純
真
の
ま
ま

に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る）
10
（

。

　
こ
の
引
用
冒
頭
「
此
世
の
生
活
が
罪
業
と
感
ぜ
ら
れ
る
」
者
、
つ
ま
り
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こ
こ
で
言
わ
れ
る
「『
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
』
が
否
定
道
を
た
ど
っ
て
、

ま
た
も
と
の
と
こ
ろ
に
還
る
様
態
」
に
あ
る
と
い
う
「
日
本
的
な
る
も
の
」

は
、
第
二
節
の
神
道
に
た
だ
豊
富
に
あ
る
と
い
う
「
日
本
的
な
る
も
の
」

と
、
同
じ
で
は
な
い
。
否
定
道
を
た
ど
っ
た
「
日
本
的
な
る
も
の
」
は
、

大
拙
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
に
端
を
発
し
中
国
を
経
て
日
本
と
い
う
地
域
に

沈
殿
し
た
も
の
が
親
鸞
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
絶
対
の
大

悲
」、
否
定
即
肯
定
の
「
日
本
的
霊
性
」
で
あ
る
。
が
、
神
道
に
豊
富
な

肯
定
的
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
後
者
は
、
前
述
の
「
日

本
民
族
の
原
始
的
習
俗
の
固
定
化
し
た
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
。
大
拙
の
言

う
「
日
本
的
霊
性
」
と
は
、
原
始
宗
教
的
な
「
清
浄
」
を
維
持
す
る
た
め

に
「
穢
れ
」
を
対
象
と
し
て
祓
う
（
除
去
す
る
）
の
で
も
な
く
、
倫
理
的

に
「
善
を
肯
定
し
、
悪
を
否
定
す
る
」
の
で
も
な
い
、
そ
う
し
た
分
別
そ

の
も
の
を
い
っ
た
ん
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
「
本
当
の
『
あ
る
が
ま
ま
の
あ

る
』」
と
さ
れ
る
。

六
　
結

　
大
拙
は
、
神
道
と
仏
教
の
用
語
を
並
べ
な
が
ら
そ
れ
ら
を
再
解
釈
し
つ

つ
「
日
本
的
霊
性
」
を
論
述
す
る
。
そ
れ
は
、
神
道
と
仏
教
の
間
の
連
続

性
を
保
持
し
つ
つ
相
互
の
対
話
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う

し
た
表
面
的
な
連
続
性
の
あ
い
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
差
異
（
非
連

続
性
）
こ
そ
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
大
拙
の

論
述
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
点
は
、
大
拙
が
用
い
る
そ
れ

ら
多
彩
な
概
念
に
は
文
脈
に
よ
っ
て
複
数
の
含
み
が
あ
り
、
画
一
的
に
は

返
し
来
る
と
き
、
天あ
ま

の
岩い
わ

戸と

が
開
け
て
来
て
、
天
地
始
め
て
春
と
な

る
の
で
あ
る
。
神
道
に
は
此
の
ご
と
き
霊
性
的
自
覚
の
経
験
が
欠
け

て
居
る
。
そ
れ
を
概
念
的
に
補
足
し
よ
う
と
す
る
と
、
他
か
ら
の
借

り
も
の
で
衣
装
を
作
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
」
が

否
定
道
を
た
ど
っ
て
、
ま
た
も
と
の
と
こ
ろ
に
還
る
様
態
に
日
本
的

な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
的
霊
性
の
超
出
と
い
う
。
そ
れ
は

何
か
と
い
う
に
、
絶
対
者
の
絶
対
愛
を
見
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
絶
対
愛
は
、
そ
の
対
象
に
向
か
っ
て
な
ん
ら
の
相
対
的
条
件
を
附

せ
な
い
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
、
取

り
入
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
的
霊
性
の
直
覚
が
あ
る
の
で
あ

る
。
善
を
肯
定
し
、
悪
を
否
定
す
る
の
が
、
普
通
の
倫
理
で
あ
る
が
、

今
の
場
合
で
は
、
善
を
も
否
定
し
悪
を
も
否
定
し
て
、
し
か
る
後
、

そ
の
善
を
善
と
し
、
そ
の
悪
を
悪
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
絶
対

愛
の
立
場
か
ら
は
、
善
も
悪
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
い
ず
れ
も
愛
自

体
の
中
に
摂
取
し
て
捨
て
な
い
の
で
あ
る
。
穢
れ
を
見
て
そ
れ
を
祓

う
で
は
、
ま
た
対
象
的
論
理
の
域
を
出
な
い
。
祓
わ
れ
た
穢
れ
は
ま

た
戻
っ
て
く
る
に
決
ま
っ
て
居
る
。
そ
れ
が
対
象
界
の
必
然
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
穢
れ
は
祓
っ
た
あ
と
か
ら
寄
っ
て
く
る
と
い
っ

て
よ
い
。
清
浄
の
域
に
は
塵
が
な
い
は
ず
だ
と
い
う
と
き
、
も
う
そ

こ
に
一
塵
が
飛
ん
で
来
て
居
る
で
は
な
い
か
。
祓
う
は
感
性
・
情
性

の
世
界
で
の
事
象
で
あ
る
。
こ
れ
が
霊
性
的
自
覚
の
世
界
へ
来
る

と
、
祓
う
べ
き
穢
れ
も
な
け
れ
ば
、
祓
う
こ
と
も
い
ら
ぬ
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。「
あ
る
が
ま
ま
の
あ
る
」
で
あ
る
。（
同
一
五
二
頁
）
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末
木
文
美
士
「
日
本
の
仏
教
と
戦
争

│
鈴
木
大
拙
を
中
心
と
し
て

│
」『
日
本
思
想

一
六
』
韓
国
日
本
思
想
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年
。

末
木
文
美
士
「
解
説
」『
日
本
的
霊
性
』
角
川
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
四
五
三
│
四
七
三

頁
。

鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
角
川
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。

鈴
木
大
拙
『
新
編
　
東
洋
的
な
見
方
』
上
田
閑
照
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

鈴
木
大
拙
『
鈴
木
大
拙
全
集
　
第
八
巻
、
第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
。

「
神
道
と
仏
教
」〔
一
九
四
八
年
〕『
鈴
木
大
拙
坐
談
集
　
第
一
巻
　
人
間
の
智
慧
』
古
田

紹
欽
編
、
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
。

平
重
道
他
校
注
『
近
世
神
道
論
　
前
期
国
学
（
日
本
思
想
大
系
三
九
）』
岩
波
書
店
、
一

九
七
二
年
。

中
村
幸
弘
・
西
岡
和
彦
『『
直
毘
霊
』
を
読
む

│
二
十
一
世
紀
に
贈
る
本
居
宣
長
の
神

道
論

│
』
坂
本
是
丸
監
修
、
右
文
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。

村
上
重
良
『
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
。

　（
1
）
解
釈
の
分
か
れ
る
「
国
家
神
道
」
と
い
う
表
現
だ
が
、
本
稿
で
は
島
園
進
『
国

家
神
道
と
日
本
人
』（
五
七
頁
）
に
従
い
、「
明
治
維
新
以
降
、
国
家
と
強
い
結

び
つ
き
を
も
っ
て
発
展
し
た
神
道
の
一
形
態
」
お
よ
び
「
皇
室
祭
祀
や
天
皇
崇

敬
の
シ
ス
テ
ム
と
神
社
神
道
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
形
作
ら
れ
、
日
本
の
大
多

数
の
国
民
の
精
神
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
」
と
考

え
て
い
る
。
な
お
、
大
拙
自
身
が
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
い
て
「
国
家
神
道
」

と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
は
、「
新
版
に
序
す
」（
昭
和
二
三
年
）
に
お
い
て
で

あ
り
、
同
書
「
第
二
刷
に
序
す
」（
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
）
で
は
、「
神
社
神
道
」

を
、「
軍
国
的
国
家
経
営
に
功
勲
を
樹
て
た
祖
先
を
祭
っ
た
り
」
す
る
も
の
で
あ

り
、「
国
家
及
び
政
治
の
統
制
力
に
結
び
付
け
ら
れ
て
民
衆
圧
迫
の
機
関
と
さ
え

化
し
て
来
た
」
も
の
と
さ
れ
（『
日
本
的
霊
性
』
一
八
頁
）、
前
記
「
国
家
神
道
」

の
概
念
と
重
な
る
。

　（
2
）
同
二
四
頁
。
参
照
、
末
木
文
美
士
「
解
説
」、
同
四
六
〇
頁
。

　（
3
）
末
木
文
美
士
は
大
拙
の
論
の
曖
昧
さ
を
「
言
論
の
自
由
を
封
じ
ら
れ
た
困
難

な
状
況
の
中
で
、
分
か
り
に
く
い
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
知
識
人
の

解
釈
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
物
の
あ
わ
れ
」「
神

な
が
ら
」「
あ
る
が
ま
ま
」
な
ど
は
、
同
じ
段
落
内
で
も
大
拙
に
よ
っ
て

別
の
含
意
が
加
わ
り
意
味
が
ず
れ
て
い
た
よ
う
に
。

　
最
後
に
一
言
す
れ
ば
、
大
拙
は
、
た
し
か
に
戦
時
下
の
支
配
的
思
想
で

あ
る
神
道
の
概
念
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
と
の
対
話
を
試
み
な
が
ら
自
説

を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
拙
と
神
道
に
は
思
想
の
連
続
性
が
見

ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
彼
が
当

時
の
神
道
体
制
に
同
調
・
迎
合
し
保
身
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
も
は
や
老
齢
と
な
っ
た
自
ら
の
身
を
保
つ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

自
ら
の
言
論
・
思
想
を
保
つ
た
め
、
さ
ら
に
言
え
ば
霊
性
を
保
つ
（
指
し

示
す
）
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
手
法
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
言
論
は
、
発
表
さ
れ
な
け
れ
ば
社
会
的
に
無
意
味
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
な
表
現
で
あ
れ
ば
発
表
が
可
能
で
あ
り
か
つ
自
説
を
展
開
で
き
る
の

か
、
そ
し
て
読
者
に
伝
わ
る
の
か
。
鈴
木
大
拙
と
い
う
禅
者
・
著
述
家
が

戦
時
下
の
状
況
で
そ
の
よ
う
な
検
討
を
重
ね
た
結
果
が
、『
日
本
的
霊
性
』

と
い
う
著
作
で
あ
る
。

引
用
・
参
考
文
献

大
熊
玄
「
鈴
木
大
拙
の
無
心
と
日
常
性
」『
北
陸
宗
教
文
化
』
一
九
、
北
陸
宗
教
文
化
学

会
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
一
│
一
一
七
頁
。

大
熊
玄
「
日
本
的
霊
性
と
西
田
哲
学
」『
北
陸
宗
教
文
化
』
二
四
、
北
陸
宗
教
文
化
学
会
、

二
〇
一
一
年
、
五
七
│
七
二
頁
。

島
薗
進
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。

末
木
文
美
士
「
大
拙
の
戦
争
批
判
と
霊
性
論
」『
鈴
木
大
拙
　
没
後
四
〇
年
』
松
ヶ
岡
文

庫
編
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
。
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苦
心
」
と
表
現
し
て
い
る
（「
日
本
の
仏
教
と
戦
争

│
鈴
木
大
拙
を
中
心
と
し

て

│
」）。

　（
4
）
本
稿
は
、
比
較
思
想
学
会
北
陸
支
部
大
会
（
北
陸
宗
教
文
化
学
会
）（
二
〇
一

六
）
で
の
発
表
、
お
よ
び
雑
誌
『
北
陸
宗
教
文
化
』
三
〇
（
二
〇
一
七
）
掲
載

論
文
「
鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
け
る
神
道

│
戦
時
下
に
お
け
る
表

現
手
法

│
」
と
同
じ
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
。

　（
5
）
た
だ
し
大
拙
は
「
日
本
的
」
と
い
う
形
容
句
に
つ
い
て
、「
実
際
い
う
と
、『
日

本
的
』
に
は
余
り
は
っ
き
り
し
た
概
念
が
な
い
」（『
日
本
的
霊
性
』
八
三
頁
）

と
述
べ
、
ま
た
「
な
ん
ら
政
治
的
意
味
を
含
ま
せ
て
居
る
の
で
な
い
」（
同
一
三

四
頁
）
と
し
て
、
そ
れ
が
指
し
示
す
内
容
の
厳
密
な
規
定
を
し
て
い
な
い
。

　（
6
）
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
神
道
に
日
本
的
な
主
体
性
や
自
立
性
を
認
め
る
（
期

待
す
る
）
大
拙
の
言
説
が
ま
っ
た
く
の
虚
偽
と
も
言
え
な
い
の
は
、
直
接
的
な

神
道
批
判
が
可
能
な
戦
後
に
お
い
て
も
、
神
道
に
対
し
て
そ
う
し
た
「
主
体
性
」

を
望
む
言
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
や
は
り
私
は
、
神
道
に
不
満
の
点
は
い
く

ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
神
道
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
日
本
民
族
が
主
に
な

っ
て
も
の
を
考
え
る
点
で
す
」（
鈴
木
大
拙
「
神
道
と
仏
教
」
二
四
五
頁
）。

　（
7
）
「
赤
子
」「
子
供
心
」
に
つ
い
て
は
、『
新
編
　
東
洋
的
な
見
方
』
三
二
頁
、
九

三
頁
等
を
参
照
。

　（
8
）
「
反
省
・
病
気
・
否
定
・
経
験
」
と
い
う
箇
所
は
、
文
脈
と
前
後
の
表
現
の
統

一
性
か
ら
「
反
省
・
病
気
・
否
定
の
経
験
」
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

　（
9
）
大
拙
は
、
宣
長
が
無
分
別
的
「
神
な
が
ら
」
を
尊
び
、
分
別
的
「
漢
意
」
を

排
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
自
体
が
結
局
は
分
別
に
堕
し
て
い
る
こ
と
を
、「
人
間
は

何
か
で
理
窟
を
つ
け
て
解
釈
し
な
い
と
、
所
謂
る
心
の
虫
が
承
知
せ
ぬ
よ
う
に

出
来
て
居
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
霊
性
的
日
本
の
建
設
」『
鈴
木
大

拙
全
集
　
九
』
一
九
二
頁
）。

　（
10
）
ル
ビ
確
認
の
た
め
、
こ
の
箇
所
の
み
『
鈴
木
大
拙
全
集
　
八
』
一
〇
七
頁
よ

り
引
用
。
角
川
文
庫
版
で
は
一
四
三
頁
。

（
お
お
く
ま
・
げ
ん
、
仏
教
思
想
・
西
田
哲
学
、
立
教
大
学
大
学
院
准
教
授
）


