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鈴
木
大
拙
は
、
太
平
洋
戦
争
終
戦
直
後
の
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年

八
月
十
六
日
に
、
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
愈
〻
終
結
と
な
つ
た
が
、
科
学
の
力
が
足
り
な
か
つ
た
と
云
ふ
こ

と
の
み
き
く
、
情な

さ
けな
い
事
だ
、
実
際
は
宗
教
が
足
り
な
い
の
だ
、
日

本
的
霊
性
的
自
覚
の
不
足
が
今
日
を
生
ん
だ
の
だ
、『
国
体
』
を
此

霊
性
の
次
元
ま
で
向
上
さ
せ
な
い
と
、
日
本
は
更
生
せ
ぬ
、
科
学
は

こ
の
霊
性
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
米
国
の
遣や

り
口く
ち

の
や

う
な
も
の
の
み
が
考
へ
出
さ
れ
る
、
人
間
の
福
祉
と
か
平
和
と
か
云

ふ
も
の
は
遂
に
出
な
い
、
日
本
人
は
こ
れ
か
ら
此
点
に
つ
き
て
、
更

に
新
た
な
思
想
態
度
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ）

1
（

」。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
を
敗
戦
と
い
う
苦
境
に
陥
ら
せ
た
の
は
、
日
本
的

霊
性
的
自
覚
の
不
足
で
あ
っ
た
と
大
拙
は
捉
え
る
。
同
様
に
大
拙
は
、
日

本
の
再
出
発
も
ま
た
、
日
本
的
霊
性
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
た）

2
（

。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
的
霊
性
に
基
づ
い
て
新

生
日
本
を
建
設
す
る
と
い
う
大
拙
の
願
い
は
、
日
本
が
（
そ
し
て
世
界
が
）

戦
争
自
体
を
脱
却
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
に
含
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
豊

か
な
霊
性
的
自
覚
か
ら
は
世
界
平
和
が
招
来
さ
れ
る
と
大
拙
は
見
て
い
た

と
捉
え
る
必
要
が
あ
る）

3
（

。

　
大
拙
の
生
涯
の
親
友
、
西
田
幾
多
郎
は
太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
直
前

に
急
逝
し
た
が
、
戦
後
日
本
の
再
出
発
は
武
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
「
精

神
的
自
信
」
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た）

4
（

。
日
本

の
再
出
発
に
つ
い
て
の
両
者
の
発
言
に
は
通
じ
合
う
点
が
多
く
見
ら
れ
る

が
、
実
際
に
彼
ら
は
意
見
を
交
換
し
合
い
、
共
同
し
て
日
本
と
世
界
の
将

来
の
建
設
を
構
想
し
て
い
た）

5
（

。「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」（
西
田
、

一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
）、『
日
本
的
霊
性
』（
大
拙
、
一
九
四
四
（
昭

和
十
九
）
年
）、『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』（
大
拙
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）

年
）
と
い
っ
た
作
品
は
、
日
本
が
灰
燼
に
帰
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
に

お
い
て
、
な
お
日
本
か
ら
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
彼
ら
が

〈
特
集
１　

西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙

─
比
較
思
想
の
視
座
か
ら
〉

水
　
野
　
友
　
晴
　

　「
世
界
」
と
「
霊
性
」

│
世
界
形
成
と
平
和
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

│
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探
求
し
た
こ
と
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
労
作
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
豊
か

な
霊
性
的
自
覚
か
ら
は
世
界
平
和
が
招
来
さ
れ
る
と
の
大
拙
の
主
張
に
つ

い
て
も
、
彼
ら
の
思
想
的
交
流
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
こ
れ
を
考
察
す
る
こ

と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
有
意
義
な
知
見
を
そ
こ
か
ら
得
る
こ
と
を
期
待
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
拙
著
『「
世
界
的
自
覚
」
と
「
東
洋
」│
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
）
6
（

』

で
私
は
、「
科
学
と
旧
来
の
形
而
上
学
と
の
間
の
乖
離
が
架
橋
し
難
い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
現
今
の
情
勢
に
お
い
て
、
こ
の
乖
離
に

よ
っ
て
深
淵
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
内
生
の
充
実
や
人
生
問
題

の
根
本
解
決
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
い
か
に
し
て
こ
れ
を
救
済
す
る

か
）
7
（

」
と
い
う
現
代
哲
学
の
課
題
を
彼
ら
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
究
明
し

た
。
こ
の
課
題
に
対
し
て
彼
ら
は
「
世
界
大
に
活
動
す
る
創
造
的
能
動

性
）
8
（

」
と
い
う
考
え
で
も
っ
て
応
じ
、
世
界
は
こ
の
「
世
界
大
に
活
動
す
る

創
造
的
能
動
性
」
の
集
成
と
し
て
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た

自
己
の
働
き
を
通
じ
て
こ
の
創
造
的
能
動
性
を
発
揮
し
、
こ
の
世
界
大
の

創
造
動
性
に
紐
帯
を
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
大

拙
に
よ
る
「
日
本
的
霊
性
」
の
提
示
も
こ
う
し
た
主
張
の
枠
内
に
あ
る
も

の
に
他
な
ら
な
い）

9
（

。
し
て
み
る
と
、
豊
か
な
霊
性
的
自
覚
か
ら
世
界
平
和

が
招
来
さ
れ
る
と
い
う
彼
の
主
張
も
、「
世
界
大
に
活
動
す
る
創
造
的
能

動
性
」
に
わ
れ
わ
れ
が
紐
帯
を
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
と
、
世
界
平
和
の
招

来
と
が
、
ど
の
よ
う
な
必
然
的
連
関
性
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
く
る
の
か
と

い
う
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
機

か
ら
本
論
文
で
は
、
世
界
平
和
の
招
来
と
大
拙
の
主
張
す
る
「
霊
性
」
と

の
関
連
性
に
つ
い
て
、
考
察
の
時
期
を
西
田
の
最
晩
年
前
後
に
設
定
し
つ

つ
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　 「
我
も
人
も
」
と
い
う
地
平
か
ら
発
せ
ら
れ
る
、 

霊
性
の
お
の
の
き

　
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
の
も
と
で
大
拙
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
探
る
た
め
、
次
の
文
章
に
注
目
し
た
い
。「
精
神
と
物

質
と
の
奥
に
、
今
一
つ
何
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
二
つ
の

も
の
が
対
峙
す
る
限
り
、
矛
盾
・
闘
争
・
相
剋
・
相
殺
な
ど
い
う
こ
と
は

免
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
人
間
は
ど
う
し
て
も
生
き
て
行
く
わ
け
に
い
か
な

い
。
な
に
か
二
つ
の
も
の
を
包
ん
で
、
二
つ
の
も
の
が
畢
竟
ず
る
に
二
つ

で
な
く
て
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
で
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
二
つ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
見
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
霊
性
で
あ
る）
10
（

」。

普
段
わ
れ
わ
れ
は
、
主
観
と
客
観
、
作
用
と
対
象
、
自
と
他
と
い
っ
た
具

合
に
、
二
元
的
な
地
平
の
上
で
も
の
ご
と
を
把
握
し
て
い
る
が
、
大
拙
は

こ
こ
で
、
こ
れ
を
「
一
の
二
」
と
し
て
、
一
元
的
に
も
見
る
べ
き
こ
と
を

主
張
す
る
。

　
そ
う
す
る
と
こ
の
場
合
、
自
と
他
の
二
は
「
一
の
二
」
と
し
て
も
捉
え

ら
れ
、
二
の
背
面
に
自
他
を
と
も
に
包
む
「
一
」
が
見
出
さ
れ
て
こ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
大
拙
は
、「
本
当
の
愛
は
個
人
的

な
る
も
の
の
奥
に
、
我
も
人

0

0

0

も
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。

こ
こ
に
宗
教
が
あ
る
。
霊
性
の
生
活
が
あ
る）
11
（

」
と
語
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
大
拙
の
言
う
日
本
的
霊
性
的
自
覚
と
は
、
利
己
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て
新
た
に
世
界
を
紡
い
で
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的

姿
勢
は
西
田
に
お
い
て
も
同
様
に
見
出
せ
る
。

　
講
演
「
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
」（
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
）

で
西
田
は
、
東
洋
文
化
は
未
発
達
な
文
化
で
、
こ
れ
が
発
達
し
た
暁
に
は

西
洋
文
化
の
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
文
明
史
観
に
異
を
唱
え
、「
東
洋
文

化
と
西
洋
文
化
と
は
夫
々
独
立
の
立
場
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
洋

文
化
だ
け
で
は
必
ず
行
詰
り
、
そ
れ
は
東
洋
文
化
を
入
れ
る
こ
と
に
依
つ

て
発
達
す
る
。
又
東
洋
文
化
は
西
洋
文
化
を
入
れ
る
こ
と
に
依
つ
て
発
達

す
る
。〔
中
略
〕
さ
う
い
ふ
や
う
に
す
る
こ
と
が
文
化
の
発
達
す
る
こ
と

で
あ
る）
12
（

」
と
主
張
し
た
。

　
西
田
に
よ
る
こ
の
主
張
は
、
彼
の
、「
東
洋
文
化
は
主
観
を
中
心
と
し
、

西
洋
文
化
は
客
観
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
此
の
両
方
の

も
の
が
結
び
付
い
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
世
界
文
化
が
考
へ
ら
れ
る）
13
（

」
と
の

考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
さ
ら
に
、「
最
も
具
体
的
）
14
（

」
な
、「
本

当
の
我
々
の
世
界
）
15
（

」
で
あ
る
「
歴
史
の
世
界
）
16
（

」
は
、「
物
が
互
に
働
く
世

界
）
17
（

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
互
に
独
立
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
結
び

付
く
）
18
（

」
と
い
う
構
造
か
ら
な
る
と
の
考
え
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

　「
互
に
独
立
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
結
び
付
く
」
こ
と
は
、
西

田
に
よ
っ
て
「
個
物
は
個
物
に
対
す
る
個
物
）
19
（

」
と
も
言
い
表
さ
れ
る
。
西

田
に
と
っ
て
個
物
と
は
「
自
分
か
ら
働）
20
（

」
き
、「
自
分
で
自
分
を
ど
こ
ま

で
も
決
定
し
て
ゆ
く）
21
（

」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
は
そ
の

独
立
性
を
確
保
す
る
一
方
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
個
物
は
「
本
当
の
我
々
の

世
界
」
に
位
置
す
る
も
の
た
り
得
な
い
。
そ
こ
に
は
個
物
が
他
と
「
同
時

的
な
利
害
得
失
の
意
味
合
い
を
脱
し
た
「
我
も
人
も
」
と
い
う
地
平
に
発

す
る
働
き
が
、
日
本
人
の
精
神
性
の
奥
底
か
ら
発
現
し
て
く
る
こ
と
の
感

得
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
働
き
は
、
日
本
の
精
神
性
を
内
へ
と
閉
じ
籠
も

ら
せ
る
方
向
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
有
す
る
特
殊
性
を
駆
っ
て
、

様
々
な
国
や
文
化
の
人
々
が
共
に
過
ご
す
公
共
性
の
場
へ
と
開
い
て
ゆ
く

よ
う
導
く
。
霊
性
へ
の
注
目
は
こ
の
よ
う
に
し
て
世
界
性
へ
の
関
心
に
結

び
つ
く
。二

　 

東
洋
文
化
を
し
て
「
歴
史
の
世
界
」
の
形
成
に 

資
す
る
も
の
に
昇
華
す
る
と
い
う
課
題
性

　
日
本
的
霊
性
的
自
覚
の
特
性
を
、「
我
も
人
も
」
と
い
う
次
元
に
発
す

る
働
き
が
日
本
人
の
精
神
性
の
奥
底
か
ら
発
現
し
て
く
る
こ
と
の
感
得
と

捉
え
た
。
こ
の
働
き
は
、
日
本
人
の
精
神
性
に
発
現
し
て
く
る
と
い
う
意

味
で
個
性
・
特
殊
性
を
前
提
と
し
、
次
に
は
そ
の
特
殊
性
を
「
我
も
人
も
」

を
志
向
す
る
た
め
の
特
長
と
な
す
。
わ
れ
わ
れ
が
前
進
即
遡
源
的
に
霊
性

と
通
交
し
、
霊
性
が
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
開
か
れ
た
地
平
へ
と
向
か
わ
し
め

て
ゆ
く
こ
と
は
、「
我
も
人
も
」
の
具
体
的
な
様
相
が
、
日
本
的
な
る
も

の
の
特
長
を
手
段
と
し
て
、
具
体
的
に
現
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
日
本
人
の
精
神
性
が
、「
我
も
人
も
」
と
い
う
平

等
性
を
漲
ら
せ
つ
つ
特
殊
性
を
発
揮
し
て
公
共
的
な
地
平
に
向
か
っ
て
ゆ

く
こ
と
を
通
じ
て
、
他
の
特
殊
性
と
の
共
存
を
実
現
し
、
そ
の
よ
う
に
し

て
同
時
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
を
見
る
協
働
の
働
き
の
一
員
と
し
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と
し
た
場
合
、
東
洋
文
化
の
思
想
的
伝
統
が
そ
れ
に
貢
献
す
る
も
の
を
多

く
持
っ
て
お
り
、
一
方
、
そ
の
客
観
的
方
面
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
た
場

合
、
西
洋
文
化
の
思
想
的
伝
統
が
そ
れ
に
貢
献
す
る
も
の
を
多
く
持
っ
て

い
る
と
い
う
意
味
か
ら
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）
23
（

。

　
併
せ
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
東
洋
文
化
も
西
洋
文
化
も
、
そ

れ
が
現
実
の
「
歴
史
の
世
界
」
に
位
置
す
る
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
に
対

し
て
な
お
一
層
の
昇
華
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
は
、
そ
れ
ら
が
流
通
す
る
地
域
的
領
域
を
そ

れ
ぞ
れ
伝
統
的
に
領
し
て
き
た
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
領
域
は
、
そ
れ
だ
け

で
は
閉
じ
ら
れ
た
小
世
界
に
と
ど
ま
り
、
現
状
に
あ
っ
て
は
東
洋
と
西
洋

と
を
内
包
す
る
「
本
当
の
我
々
の
世
界
」
た
る
「
歴
史
の
世
界
」
か
ら
は

む
し
ろ
隔
た
っ
た
も
の
と
し
て
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
本
当
の

我
々
の
世
界
」
に
対
応
す
る
「
大
き
な
世
界
文
化
」
に
こ
れ
ら
が
位
置
を

占
め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
文
化
が
内
包
す
る
原
理
的
知
に
つ
い
て
今

一
度
吟
味
し
、
そ
れ
を
「
歴
史
の
世
界
」
の
形
成
に
も
併
せ
て
通
用
す
る

も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、「
東
洋
文
化
は
主
観
を
中
心
と
し
、
西
洋

文
化
は
客
観
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
西
田
の
主
張
は
、
東
洋

文
化
は
主
観
性
の
方
面
へ
の
着
目
に
長
じ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
長
が
あ
る

と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
洋
文
化
は
「
歴
史
の
世
界
」
の
将
来
を

も
形
成
す
る
大
な
る
形
成
作
用
に
、
そ
の
特
長
を
駆
っ
て
日
本
の
、
ま
た

世
界
の
人
心
を
い
か
に
し
て
通
じ
さ
せ
て
ゆ
く
か
と
い
う
課
題
を
含
ん

で
、
西
田
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
見
る
こ
と
が

存
在
）
22
（

」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
自
分
で
自
分
を
決
定
し
ゆ
く
個
物
が

そ
れ
ぞ
れ
に
働
き
出
し
つ
つ
、
し
か
し
独
立
す
る
他
者
同
士
と
し
て
相
互

作
用
を
及
ぼ
し
合
い
、
同
時
存
在
的
に
あ
る
と
き
、「
本
当
の
我
々
の
世

界
」
で
あ
る
「
歴
史
の
世
界
」
が
開
か
れ
る
と
西
田
は
見
る
。
そ
こ
に
あ

っ
て
は
、
み
ず
か
ら
主
体
的
に
形
成
す
る
と
い
う
主
観
的
時
間
的
側
面

と
、
そ
う
し
た
形
成
点
が
同
時
存
在
し
て
空
間
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
ゆ

く
と
い
う
客
観
的
側
面
と
が
両
立
し
て
い
る
。

　「
歴
史
の
世
界
」
に
つ
い
て
の
西
田
の
こ
う
し
た
考
え
を
見
れ
ば
、
彼

の
言
う
「
東
洋
文
化
」
と
「
西
洋
文
化
」
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
に

自
分
か
ら
働
き
出
し
つ
つ
、
併
せ
て
互
い
に
同
時
存
在
し
て
、
両
者
相
ま

っ
て
「
歴
史
の
世
界
」
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で

東
洋
文
化
は
西
洋
文
化
に
対
し
て
、
同
様
に
西
洋
文
化
は
東
洋
文
化
に
対

し
て
、
他
者
と
し
て
共
存
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
東
洋
文
化
は
主
観
を
中
心
と
し
、
西
洋
文
化

は
客
観
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
西
田
の
主
張
を
、
わ
れ
わ
れ

は
、
単
純
比
較
と
優
劣
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
西
田
の
関
心
は
、
東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
が
互
い
に

独
立
し
な
が
ら
し
か
も
結
び
付
く
と
い
う
関
係
性
、
そ
し
て
こ
の
関
係
性

に
お
い
て
両
者
が
ど
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
果
た
し
て
現
実
の
、
ま
た
将

来
の
「
歴
史
の
世
界
」
が
開
か
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
田
の
こ
の
主
張
は
、「
歴
史
の
世
界
」
は
主
観

的
で
あ
る
と
共
に
客
観
的
、
客
観
的
で
あ
る
と
共
に
主
観
的
で
あ
る
が
、

こ
の
世
界
形
成
の
構
造
に
つ
い
て
、
そ
の
主
観
的
方
面
に
光
を
当
て
よ
う
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無
念
と
も
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
無
念
が
す
な
わ
ち
全
心
で
あ

る
。
全
心
が
す
な
わ
ち
仏
だ
、
全
仏
だ
。
全
仏
は
す
な
わ
ち
人
で
あ

る
、
人
と
仏
と
は
一
体
で
あ
る）
25
（

」。

　『
日
本
的
霊
性
』
の
こ
の
箇
所
も
、
己
の
振
る
舞
い
と
大
な
る
形
成
作

用
と
の
関
係
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
鍵
を
な
す
の
は
「
一

体
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
心
（
無
念
）
の
働
き
は
、
人
間
を
そ
の
作

用
当
体
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
有
限
な
る
人
間
の
通
常
の
行
為
と

同
様
の
制
約
性
の
も
と
で
働
く
。
た
だ
し
こ
の
働
き
は
、
そ
の
由
来
を

「
個
人
的
な
る
も
の
の
奥
」
た
る
霊
性
の
次
元
に
有
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
無
心
の
働
き
は
、
そ
の
性
格
を
「
我
も
人
も
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
く

無
差
別
平
等
の
働
き
が
、
有
限
な
る
人
間
を
そ
の
作
用
当
体
と
し
て
働
き

出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
無
心
の
働
き
は
、
内
に
無
差
別
性
を
漲

ら
せ
た
有
限
な
る
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
無
差
別
性
を
有
限
な
る
行
為
を

通
じ
て
具
体
的
に
現
出
せ
ん
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
「
一

体
」
は
、
無
差
別
と
差
別
（
有
限
）
と
の
一
体
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
同
じ
箇
所
で
大
拙
は
、
無
心
の
働
き
を
「
無
分
別
の
分
別
）
26
（

」
と
し
て
も

語
る
。「
無
分
別
の
分
別
」
は
、
分
別
が
無
分
別
中
に
消
失
す
る
こ
と
を

言
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
分
別
の
な
い
の
で
は
な
い
、

無
分
別
か
ら
出
る
分
別
）
27
（

」 

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、「
無
分
別
の
分
別
」
に

あ
っ
て
も
分
別
心
は
や
は
り
分
別
心
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
分
別
す
る
働

き
が
、
無
分
別
、
換
言
す
れ
ば
「
我
も
人
も
」
と
い
う
無
差
別
の
次
元
に

そ
の
由
来
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
、
分
別
心
は
、
何

で
き
る
。三

　「
無
分
別
の
分
別
」
と
し
て
の
無
心
の
働
き

　
以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
大
拙
や
西
田
が
見
る
「
日
本
か
ら
の
世
界
貢

献
」
に
つ
い
て
は
、「
本
当
の
我
々
の
世
界
」
た
る
「
歴
史
の
世
界
」
を

形
成
す
る
大
な
る
形
成
作
用
に
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
し
て
通
じ
て
ゆ
く
こ

と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
つ
い
て
日
本
文
化
の
伝
統
が
ど
の
よ
う

な
知
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
文
脈
か
ら
検
討
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
興
味
深
い
書
簡
を
西
田

が
大
拙
に
送
っ
て
い
る
。

「
私
は
即
非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人
と
い
ふ
も
の
、
即
ち
人
格
を
出

し
た
い
と
お
も
ふ
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
現
実
の
歴
史
的
世
界
と

結
合
し
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。〔
中
略
〕
君
の
「
日
本
的
霊
性
」
は

実
に
教
〔
へ
〕
ら
れ
ま
す
。（
無
念
即
全
心
は
面
白
い
）
24
（

）」。

　
西
田
が
こ
こ
で
「
面
白
い
」
と
評
す
る
「
無
念
即
全
心
」
は
、
大
拙
の

『
日
本
的
霊
性
』
に
次
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

「
盤
山
宝
積
と
い
う
禅
者
が
居
た
が
、
そ
の
人
は
こ
の
無
功
徳
を
端

的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
る
。
ち
ょ
う
ど
刀
を
空
中
で
振
り
回
す

よ
う
な
も
の
だ
。
空
中
で
振
り
回
す
刀
で
あ
る
か
ら
、
向
こ
う
へ
届

く
と
か
届
か
な
い
と
か
い
う
問
題
は
さ
ら
に
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
そ
の
振
り
回
し
た
刀
の
え
が
く
円
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
空
輪
で

な
ん
ら
の
跡
が
な
い
。
そ
う
し
て
ま
た
刀
の
刃
の
欠
け
る
と
い
う
こ

と
も
な
い
。
こ
う
い
う
具
合
に
心
が
動
く
と
き
、
そ
れ
を
無
心
と
も
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圧
は
、
日
本
の
敗
戦
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
今
や
自
滅
し
よ
う
と
し
て
い

る
。「
無
分
別
の
分
別
」
に
お
い
て
諸
作
用
が
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
働
き
出

す
こ
と
を
実
現
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
国
民
各
人
が
そ
の
本

来
の
特
長
の
ま
ま
に
自
由
に
活
躍
し
得
る
機
会
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
と
西

田
と
大
拙
は
見
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
心
の
働
き
、
無
分
別

の
分
別
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
考
察
は
、
か
く
し
て
世
界
形
成
の
問
題
、
就
中
、

霊
性
の
発
揮
を
通
じ
て
世
界
平
和
を
招
来
す
る
と
い
う
主
張
に
結
び
つ
い

て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

四
　「
大
悲
」
の
行
い
と
世
界
形
成

　「
戦ラ
ウ
ス
・
ベ
リ

争
礼
讃Laus belli

（
魔
王
の
宣
言
）」
と
題
さ
れ
て
『
霊
性
的
日

本
の
建
設
』
に
収
録
さ
れ
た
小
文
で
、
大
拙
は
人
間
に
破
壊
と
殺
戮
を
も

た
ら
す
「
魔
王
」
を
登
場
さ
せ
、「
魔
王
」
に
、「
魔
王
は
力
そ
の
も
の
だ）
29
（

」、

人
間
に
は
「
魔
性
）
30
（

」
が
あ
り
「
人
間
の
一
皮
を
剝
ぐ
と
、
皆
わ
し
ら
の
仲

間
）
31
（

」
だ
と
語
ら
せ
、
次
の
よ
う
に
宣
べ
さ
せ
る
。

「
御
互
に
知
り
も
せ
ず
、
従
つ
て
憎
し
み
も
親
し
み
も
な
い
も
の
同

士
が
、
敵
だ
味
方
だ
と
云
ふ
と
、
あ
ら
ゆ
る
武
器

―
凶
器
を
持
ち

出
し
、
発
明
し
合
つ
て
、
殺
し
合
ふ
。〔
中
略
〕
さ
う
し
て
「
敵
」

に
克
つ
た
。
何
百
人
何
千
人
何
万
人
を
殺
戮
し
殲
滅
し
た
味
方
は
大

勝
利
だ
と
云
つ
て
、
快
哉
を
連
呼
し
て
已
ま
ぬ
〔
中
略
〕
わ
し
は
こ

れ
か
ら
第
三
次
、
第
四
次
と
、
次
第
を
追
う
て
強
度
な
虐
殺
機
械
を

発
明
さ
し
て
、
人
類
滅
亡
の
時
期
を
益
々
早
め
さ
し
て
や
る）
32
（

」。

　
大
拙
が
語
る
「
魔
王
」
は
、「
敵
と
味
方
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
人
間

の
た
め
に
分
別
す
る
か
と
い
う
そ
の
働
き
の
目
的
に
つ
い
て
捉
え
直
す
機

会
を
得
る
。
こ
れ
ま
で
は
分
別
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
き
た
分
別

心
は
、
こ
の
把
握
を
通
じ
て
、
無
分
別
を
働
き
出
す
た
め
に
自
身
の
分
別

の
働
き
を
使
用
す
る
こ
と
へ
と
そ
の
目
的
を
置
き
換
え
て
ゆ
く
。

　
こ
う
し
た
捉
え
直
し
の
機
会
の
発
生
は
、
分
別
心
の
そ
れ
ま
で
の
働
き

に
対
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
は
是
認
し
な
い
否
定
性
に
分
別
心
が
直

面
す
る
と
い
う
事
態
と
し
て
も
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
働
き
の

向
か
う
先
を
己
の
利
益
に
限
っ
て
き
た
分
別
心
は
、
こ
の
否
定
性
に
逢
着

す
る
こ
と
で
そ
の
目
的
を
破
壊
さ
れ
、
面
目
を
失
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と

を
通
じ
て
分
別
心
は
、「
は
か
ら
い

0

0

0

0

の
な
い
、
な
ん
ら
計
画
を
樹た

て
な
い
、

目め
あ
て的

を
し
て
お
か
な
い
、
報
い
を
求
め
ぬ
、
自
分
を
主
に
し
た
因
果
を
考

え
な
い）
28
（

」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
本
来
の
働
き
を
働
き
の
ま
ま
に
働
き

出
す
こ
と
に
新
た
な
面
目
を
見
出
す
。

　
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
従
来
は
己
の
利
益
を
実
現
す
る
目
的
か
ら
分
別

心
に
使
役
さ
れ
て
き
た
諸
作
用
が
、
た
だ
そ
れ
ら
諸
作
用
が
有
す
る
特
長

の
ま
ま
に
働
き
出
す
よ
う
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
見
方
か
ら
振
り
返
れ
ば
、「
無
分
別
の
分
別
」
は
、
己
の
利
益

の
み
に
向
か
う
と
い
う
重
し
が
分
別
心
か
ら
取
り
除
か
れ
、
分
別
心
の
働

き
を
構
成
す
る
諸
作
用
が
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
働
く
こ
と
を
得
る
事
態
と
し

て
、
こ
れ
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
無
心
の
働
き
、「
無
分
別
の
分
別
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
察
は
、

自
国
の
利
益
の
追
求
に
狂
奔
し
、
自
国
民
の
自
由
な
働
き
を
抑
圧
し
て
き

た
従
来
の
日
本
に
対
し
て
も
応
用
で
き
る
内
容
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
抑



20

語
る
よ
う
に
、
こ
の
お
の
ず
か
ら
な
る
心
の
働
き
は
、
そ
の
性
質
の
ま
ま

に
、
自
他
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、「
す
べ
て
の
悩
み
を
背
負
つ
て
立
つ
）
37
（

」。

無
心
の
こ
の
よ
う
な
側
面
を
大
拙
は
、『
日
本
的
霊
性
』
や
『
霊
性
的
日

本
の
建
設
』
に
お
い
て
、「
大
悲
）
38
（

」
と
し
て
語
る
。

　
こ
の
「
大
悲
」
か
ら
の
行
い
こ
そ
、
大
拙
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
立
脚

す
べ
き
も
の
と
し
て
見
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
彼
の

次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
上
か
ら
抑
へ
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
又
他
律
的
に
引
き
の
ば
さ
れ

る
で
も
な
く
、
本
来
具
有
底
の
霊
性
的
悲
願
の
力
を
唯
一
の
怙
と
し

恃
と
し
て
、
無
遠
慮
に
、
し
か
し
自
他
の
人
格
的
尊
厳
を
傷
つ
け
る

こ
と
な
し
に
、
我
等
と
衆
生
と
共
に
、
霊
性
的
生
活
を
経
営
し
行
く

こ
と
―
―
こ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
与
へ
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
使

命
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ）
39
（

」。

　
日
本
が
「
日
本
的
霊
性
的
自
覚
」
や
「
大
悲
」
の
行
い
に
目
覚
め
て
立

ち
上
が
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
拙
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
見
て
い

た
の
か
。「
大
悲
」
は
自
他
の
区
別
に
拘
泥
し
な
い
。
無
心
の
働
き
を
発

揮
で
き
る
の
は
勝
者
だ
け
だ
と
言
っ
た
こ
と
も
な
い
。「
大
悲
」
を
行
ず

る
働
き
手
た
る
と
き
、
彼
の
も
と
に
あ
る
の
は
た
だ
無
心
に
苦
に
向
か
う

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
ず
は
敗
者
で
あ
る
こ
と
に
区
切

り
を
つ
け
て
日
本
が
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
を
大
拙
は
思
い
描
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
そ
れ
は
日
本
が
過
去
を
放
擲
し
、
忘
却
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

過
去
は
、
西
田
が
「
本
当
の
我
々
の
世
界
）
40
（

」
と
し
て
語
る
「
歴
史
の
世
界
」

の
視
野
を
狭
め
さ
せ
、「
敵
」
を
殲
滅
す
る
よ
う
唆
そ
そ
の
かす
こ
と
で
、
そ
の
力

を
発
揮
す
る
。「
魔
王
」
は
「
敵
と
味
方
」
を
区
別
す
る
分
別
心
に
巣
食

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
別
心
が
無
心
の
働
き
へ
と
昇
華
す
る
こ

と
で
「
魔
王
」
は
窮
地
に
陥
る
。「
魔
王
」
は
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
。

「
原
子
爆
弾
で
焼
き
尽
く
し
た
焦
土
の
中
か
ら
青
々
と
芽
を
出
す
草

が
あ
り
木
が
あ
る
〔
中
略
〕。
大
地
の
懐
か
ら
太
陽
の
光
を
仰
い
で

出
て
来
る
不
思
議
な
力
、
此
力
は
わ
し
の
力
よ
り
も
強
い
の
だ
。
こ

れ
は
魔
性
の
も
の
で
な
い
。
力
以
上
の
力
だ
。
不
思
議
に
わ
し
の
力

を
無
力
に
し
て
し
ま
ふ
の
だ
。
人
間
の
奴
は
こ
れ
を
霊
性
的

0

0

0

だ
と
か

云
つ
て
居
る
）
33
（

」。

　
大
地
か
ら
草
木
を
芽
吹
か
せ
る
力
は
、
麦
は
育
て
る
が
薺な

ず
なは

育
て
な
い

と
い
っ
た
選
り
好
み
を
行
う
性
質
に
は
な
い
。
そ
れ
は
万
物
に
一
様
に
注

が
れ
る
力
で
あ
り
、
一
切
を
坦
々
と
化
育
す
る
。
否
定
の
契
機
を
経
て
、

分
別
心
は
こ
の
一
様
の
化
育
の
働
き
に
帰
入
す
る
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て

は
「
同
情
」
を
例
に
大
拙
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
自
と
他
と
は
始
め
か
ら
区
別
せ
ら
れ
な
い
で
、
わ
れ
ら
に
は
各
自

に
何
か
本
具
底
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
他
を
超
越
し
て
動
く

の
だ
と
考
え
た
い
。
こ
の
動
き
が
始
め
か
ら
各
自
に
あ
る
の
で
、
い

わ
ゆ
る
「
他
」
人
の
苦
し
み
を
、
自
分
の
苦
し
み
に
引
き
か
え
て
見

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る）
34
（

」。

　
困
難
や
苦
を
目
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
放
っ
て
お
け
な
い
と
の
心

情
を
抱
く
の
を
、
大
拙
は
「
我0

そ
の
ま
ま
の
本
然
）
35
（

」
の
働
き
と
し
て
捉
え

る
。『
維
摩
経
』
の
維
摩
居
士
が
「
一
切
衆
生
病
ム
、
是
ノ
故
ニ
我
病
ム
）
36
（

」
と
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出
発
を
日
本
的
霊
性
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
理

由
、
そ
し
て
、「
本
来
具
有
底
の
霊
性
的
悲
願
の
力
を
唯
一
の
怙
と
し
恃

と
し
て
、
無
遠
慮
に
、
し
か
し
自
他
の
人
格
的
尊
厳
を
傷
つ
け
る
こ
と
な

し
に
、
我
等
と
衆
生
と
共
に
、
霊
性
的
生
活
を
経
営
し
行
く
こ
と）
41
（

」（
大

拙
）、「
何
処
ま
で
も
道
義
的
に
文
化
的
に
我
国
体
の
歴
史
的
世
界
性
、
世

界
史
的
世
界
形
成
性
の
立
場
だ
け
の
自
信
を
失
は
ず
　
固
く
此
立
場
を
把

握
し
て
将
来
の
民
族
発
展
の
自
信
を
持
た
す
様
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ）
42
（

」（
西

田
）
と
説
い
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
と
願
い
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　（
1
）
一
九
四
五
年
八
月
十
六
日
、
加
納
実
宛
書
簡
。「
書
簡
九
二
三
」『
鈴
木
大
拙

全
集
』
第
三
七
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
五
頁
。
ふ
り
が
な
は
大

拙
に
よ
る
。

　（
2
）
鈴
木
大
拙
『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
八
年
、
四
│
五
頁
。

　（
3
）
鈴
木
大
拙
「
平
和
の
確
立
の
た
め
に
吾
等
は
何
を
な
す
べ
き
か
」『
鈴
木
大
拙

全
集
』
第
三
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
八
頁
。

　（
4
）
一
九
四
五
年
三
月
十
一
日
、
高
山
岩
男
宛
書
簡
。「
書
簡
四
三
八
三
」『
西
田

幾
多
郎
全
集
』
第
二
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
六
│
七
頁
。

　（
5
）
そ
の
様
子
は
、
た
と
え
ば
大
拙
が
「
西
田
の
思
ひ
出
」
と
い
う
小
作
品
の
中

で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
戦
後
の
世
界
の
大
勢

│
特
に
思
想
方
面

│

に
つ
き
て
は
能
く
話
し
合
つ
た
。
東
亜
に
お
け
る
戦
争
の
見
透
し
に
つ
い
て
は
、

両
人
共
大
体
一
致
し
て
居
た
。
問
題
は
そ
れ
か
ら
後
の
事
で
、
吾
等
日
本
人
と

し
て
は
ど
う
云
ふ
方
向
に
進
む
べ
き
か
と
云
ふ
に
あ
つ
た
」、「
揺
が
ぬ
巌
根
は

武
威
で
な
く
て
、
そ
れ
を
越
え
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」、「
こ
の
越
え
た

も
の
を
本
当
に
攫
む
こ
と
に
よ
り
て
、
日
本
国
の
前
途
は
実
に
洋
洋
た
る
も
の

が
あ
る
。
世
界
文
化
に
貢
献
す
べ
き
も
の
は
こ
れ
か
ら
出
る
べ
き
で
あ
る
と
云

に
お
い
て
、「
他
者
」
と
し
て
常
に
伴
わ
れ
る
。「
大
悲
」
は
自
他
の
区
別

に
拘
泥
せ
ず
無
心
に
苦
の
救
済
に
向
か
う
か
ら
、
か
つ
て
の
日
本
の
苦
に

つ
い
て
も
そ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
発
の
「
大
悲
」
は
そ
う

し
た
苦
を
も
掬
い
取
り
、
ま
た
、
み
ず
か
ら
も
や
は
り
苦
を
背
負
う
者
に

他
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
将
来
世
界
の
建
設
へ
と
進
む
。

　
日
本
発
の
「
大
悲
」
の
行
い
は
ま
た
、「
歴
史
の
世
界
」
に
存
す
る
あ

ら
ゆ
る
「
他
者
」
に
巣
食
う
苦
の
も
と
に
も
向
か
う
。
そ
う
し
た
対
処
の

姿
は
、
世
界
の
人
々
の
日
本
に
つ
い
て
の
評
価
を
徐
々
に
改
め
て
ゆ
く
こ

と
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
自
他
の
区
別
に
拘
泥
し
な
い
「
大
悲
」
の
行
い
が
日
本
か
ら

発
せ
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
、「
歴
史
の
世
界
」
に
お
け
る
一
つ
の
歴
史
的

事
件
で
あ
る
。
現
代
世
界
に
お
い
て
、
自
と
他
と
を
区
別
し
、
自
に
の
み

利
益
を
つ
け
、
そ
の
反
面
、
周
囲
に
苦
を
ば
ら
ま
く
こ
と
も
厭
わ
な
い
風

潮
が
色
濃
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
状
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
発
の

「
大
悲
」
の
行
い
に
は
、
こ
れ
に
否
定
の
一
撃
を
与
え
、
現
代
世
界
に
お

け
る
諸
々
の
分
別
を
「
無
分
別
の
分
別
」
に
昇
華
し
て
ゆ
く
き
っ
か
け
を

期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
無
心
の
働
き
が
、
日
本
に

と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
各
地
か
ら
働
き
出
し
て
く
る
こ
と
か
ら
は
、
世
界
全

体
を
し
て
そ
こ
に
存
す
る
苦
を
放
置
せ
し
め
ず
、
苦
に
向
き
合
い
つ
つ
世

界
を
形
成
す
る
こ
と
が
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
日
本
人
は
自
身
の
内
に
確
か
に
「
大
悲
」
の
精
神
が
宿

り
脈
打
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
西
田
が
東
洋
文
化
の
特
長
を
主
観
へ
の
注
目
に
見
、
大
拙
が
日
本
の
再
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　（
26
）
同
、
三
五
八
頁
。
傍
点
は
水
野
に
よ
る
。

　（
27
）
同
。

　（
28
）
同
。

　（
29
）
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』
一
八
頁
。

　（
30
）
同
、
二
〇
頁
。

　（
31
）
同
、
一
九
頁
。

　（
32
）
同
、
一
九
│
二
〇
頁
。

　（
33
）
同
、
二
六
頁
。

　（
34
）
鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
四
二
九
│
三
〇
頁
。

　（
35
）
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』
一
八
頁
。
傍
点
は
大
拙
に
よ
る
。

　（
36
）
同
、
五
〇
頁
。

　（
37
）
同
。

　（
38
）
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
日
本
的
霊
性
』
四
三
〇
頁
。

　（
39
）
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』
四
頁
。

　（
40
）
同
。

　（
41
）
同
、
四
│
五
頁
。

　（
42
）
一
九
四
五
年
三
月
十
一
日
、
高
山
岩
男
宛
書
簡
。「
書
簡
四
三
八
三
」『
西
田

幾
多
郎
全
集
』
第
二
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
六
│
七
頁
。

（
み
ず
の
・
と
も
は
る
、
哲
学
・
宗
教
学
・
日
本
思
想
、

日
独
文
化
研
究
所
事
務
局
長
）

ふ
の
が
、
吾
等
の
意
見
で
あ
つ
た
」（
鈴
木
大
拙
「
西
田
の
思
ひ
出
」『
鈴
木
大

拙
全
集
』
第
三
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
頁
）。

　（
6
）
水
野
友
晴
『「
世
界
的
自
覚
」
と
「
東
洋
」
│
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
』

こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
四
五
四
頁
。

　（
7
）
同
、
三
〇
頁
。

　（
8
）
同
、
一
七
頁
。

　（
9
）
同
、
一
八
二
頁
以
下
。

　（
10
）
鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
三
〇
頁
。

　（
11
）
同
、
六
二
頁
。
傍
点
は
水
野
に
よ
る
。

　（
12
）
西
田
幾
多
郎
「
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
」『
哲
学
の
基
礎
問
題
』『
西
田

幾
多
郎
全
集
』
第
一
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
七
│
八
頁
。

　（
13
）
同
、
三
三
七
頁
。

　（
14
）
同
、
三
二
四
頁
。

　（
15
）
同
、
三
二
五
頁
。

　（
16
）
同
、
三
二
四
頁
。「
歴
史
的
世
界
」
と
い
う
用
語
の
ほ
う
が
西
田
哲
学
に
お
い

て
一
般
的
と
思
わ
れ
る
が
、
本
資
料
に
し
た
が
っ
て
「
歴
史
の
世
界
」
と
い
う

用
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　（
17
）
同
、
二
一
七
頁
。

　（
18
）
同
、
三
〇
五
頁
。

　（
19
）
同
、
三
一
三
頁
。

　（
20
）
同
、
三
〇
三
頁
。

　（
21
）
同
。

　（
22
）
同
、
三
一
一
頁
。

　（
23
）
こ
の
よ
う
な
、
独
立
す
る
他
者
同
士
が
結
び
つ
く
こ
と
で
世
界
形
成
が
進
行

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
水
野
、
前
掲
『「
世
界
的
自
覚
」
と

「
東
洋
」―
―
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
』
二
九
八
頁
以
下
で
、「
対
話
」
の
意
義

を
例
に
論
じ
た
。

　（
24
）
一
九
四
五
年
三
月
十
一
日
、
鈴
木
大
拙
宛
書
簡
。「
書
簡
四
三
八
六
」『
西
田

幾
多
郎
全
集
』
第
二
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
八
│
九
頁
。

　（
25
）
鈴
木
大
拙
、
前
掲
『
日
本
的
霊
性
』
三
五
五
頁
。


