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「
日
本
は
職
人
を
崇
拝
す
る
国
だ
」
戦
後
の
米
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
言
葉
が
あ
る
。

世
界
に
誇
る
わ
が
国
の
仏
像
彫
刻
、
建
築
物
な
ど
数
々
の
芸
術

品
に
見
ら
れ
る
繊
細
で
優
雅
な
、
そ
し
て
独
創
的
な
伝
統
技
術
は
、

縄
文
の
昔
よ
り
「
木
の
文
化
」
を
背
景
に
職
人
の
手
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
日
本
固
有
の
木
床
義
歯
も
こ
う
し
た

職
人
の
手
か
ら
創
造
さ
れ
た
。

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
下
田
に
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド

艦
隊
司
令
官
ペ
リ
ー
の
桐
喝
に
屈
し
た
徳
川
幕
府
は
、
翌
安
政
元

年
再
来
し
た
ペ
リ
ー
と
日
米
和
親
条
約
を
結
ん
だ
・
同
五
年
六
月
、

日
米
修
好
条
約
締
結
に
よ
り
横
浜
が
開
港
す
る
と
、
日
本
で
の
一

攪
千
金
を
夢
見
る
外
人
が
や
っ
て
き
た
。
こ
の
な
か
に
は
口
中
治

療
を
標
傍
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

50

十
九
世
紀
中
期
の
日
本
と
西
欧
の
義
歯
の

比
較

新
藤
恵
久

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
横
浜
で
発
刊
さ
れ
た
ピ
コ
「
海
外
新
聞
」

の
慶
応
二
年
、
十
八
号
に
次
の
よ
う
な
広
告
が
あ
る
。

「
入
歯
を
成
ん
と
な
さ
る
御
方
ハ
御
尋
被
下
所
持
の
細
工
歯
御

覧
の
上
に
て
御
用
も
仰
付
被
下
度
候
之
ハ
尋
常
の
骨
或
ハ
象
牙
蝋

石
に
て
造
り
し
に
非
す
せ
と
も
の
に
類
せ
し
金
に
て
造
り
し
故
持

甚
宜
敷
つ
や
な
ど
天
然
の
歯
に
異
ら
ず

三
十
一
番
レ
ス
ノ
ー
謹
啓

こ
の
広
告
か
ら
レ
ス
ノ
ー
が
わ
が
国
の
木
床
義
歯
に
つ
い
て
一

応
の
知
識
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
こ
で
木
床
義
歯
と
レ
ス

ノ
ー
持
参
の
義
歯
（
当
時
の
欧
米
の
義
歯
）
と
比
較
し
て
み
た
い
。

一
、
木
床
義
歯
（
前
者
と
す
る
）
は
、
す
べ
て
個
人
に
合
わ
せ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
欧
米
の
そ
れ
（
後
者
と
す
る
）

は
、
既
製
品
や
患
者
の
顎
堤
の
概
形
に
合
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二
、
義
歯
床
の
構
造

前
者
は
、
ホ
ン
ッ
ゲ
を
用
い
た
木
製
で
あ
る
。
顎
堤
を
密
蝋
で

印
象
し
た
蝋
模
型
を
も
と
に
彫
刻
し
た
も
の
で
、
顎
堤
に
よ
く
吸

着
し
た
。

後
者
は
、
前
歯
と
一
体
の
陶
製
で
あ
る
。
顎
堤
へ
の
適
合
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
で
、
そ
の
た
め
上
下
義
歯
床
は
コ
イ
ル
ス
プ
リ
ン
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グ
で
口
中
に
維
持
さ
れ
て
い
た
。
後
者
と
構
造
の
似
た
義
歯
を
入

れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
初
代
大
統
領
が
、
入
歯
が
飛
び
出
す
の
で
人

前
で
は
く
し
ゃ
み
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い

つ
（
》
○

三
、
咀
噛
機
能

前
者
の
臼
歯
部
の
金
属
製
の
鋲
が
著
し
く
摩
耗
し
て
い
る
の
を

多
く
見
か
け
る
。
こ
の
事
は
十
分
咀
噌
出
来
た
事
を
物
語
っ
て
い

ブ
（
》
○

後
者
は
上
下
を
結
ぶ
ス
プ
リ
ン
に
よ
り
上
下
の
義
歯
が
維
持
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
顎
堤
へ
の
適
合
は
期
待
で
き
ず
、
従
っ

て
十
分
な
咀
囑
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

求
さ
れ
た
。

前
者
の
前
歯
は
蝋
石
、
象
牙
、
天
然
歯
な
ど
を
鑪
で
彫
っ
た
。

な
か
で
も
高
級
な
蝋
石
を
使
っ
た
も
の
が
最
良
と
さ
れ
た
が
、
象

牙
な
ど
変
色
の
問
題
も
あ
り
、
仕
上
が
り
に
は
優
劣
が
あ
っ
た
。

一
方
、
後
者
は
陶
製
で
あ
る
た
め
審
美
的
に
は
優
れ
て
い
る
。

前
者
の
前
歯
は
、
歯
型
の
形
成
に
加
え
て
、
義
歯
床
へ
の
結
合

の
た
め
、
結
合
用
の
糸
の
穴
あ
け
や
維
持
用
の
ア
リ
の
形
成
も
要

四
、
審
美
性

明
治
初
期
に
陶
歯
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
洋
式

陶
歯
を
使
用
し
た
木
床
義
歯
が
出
現
し
た
。
当
時
の
西
欧
崇
拝
の

風
潮
の
な
か
で
、
こ
の
義
歯
を
入
れ
た
喜
び
の
様
子
が
明
治
十
三

年
五
月
二
十
五
日
の
「
朝
野
新
聞
」
に

「
御
入
歯
（
讓
配
牙
歯
亦
西
法
也
）
」

と
題
し
た
漢
詩
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
詩
は
西
法
の
歯
を
つ
け
た

入
歯
の
美
し
さ
は
、
高
官
の
妻
に
讓
ら
ぬ
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
広
告
の
な
か
で
「
せ
と
も
の
に
類
す
る
金
に
て
」
と
あ

る
の
は
、
陶
製
の
床
に
金
箔
を
焼
き
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
日
本
歯
科
医
史
学
会
）


