
日
本
的
風
土
に
「
統
一
」
の
思
想
を
ど
う
実
ら
せ
る
か

（
一
九
八
二
年

東
京
電
力
差
別
撤
廃
闘
争
支
援
す
る
会
で
の
講
演
）

「
統
一
」
そ
こ
に
勝
利
あ
り

東
京
争
議
団
の
二
十
年
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
そ
の
教
訓
を
一
言
で
言
え
ば
「
統
一
そ
こ
に
勝
利
が
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば
は
一
九
六
一
年
の
日
炭
高
松
闘
争
の
中
心
ス
ロ
ー
ガ

ン
で
、
当
時
、
同
名
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
統
一
が
「
大
事
だ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
わ
ざ
わ
ざ

言
わ
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
統
一
の
力
で
勝
利
で
き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、

い
ろ
ん
な
争
議
に
適
応
し
て
、
具
体
的
に
統
一
の
路
線
と
い
う
も
の
が
確
立
し
た
の
は
、
六
Ｏ
年
代
後
半
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

東
京
争
議
団
の
結
成
当
初
と
い
う
の
は
、
「
使
命
感
」
と
か
「
孤
立
感
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、

「
革
命
的
労
働
運
動
」
と
で
も
言
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
「
政
治
的
変
革
の
課
題
と
か
た
く
結
び
つ
い
た
運
動
を
す
す

め
る
立
場
」
と
い
い
ま
す
か
―
―
そ
う
い
う
立
場
に
立
つ
人
間
が
し
ば
し
ば
争
議
で
や
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
感
じ
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
わ
り
も
あ
ま
り
支
援
し
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
闘
争
は
困
難
だ
し
、
そ
の
理
由
と
い
う
の
は
思

想
的
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
政
治
的
主
張
が
理
由
で
首
切
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
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従
っ
て
自
分
た
ち
の
政
治
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
路
線
を
か
な
り
強
調
し
て
闘
う
と
い
う
傾
向
が
、
自
然
に
生
ま

れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
立
場
や
思
想
を
重
視
す
る
運
動
で
、
後
に
「
ド
根
性
路
線
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
「
根
性
を
も
っ

て
最
後
ま
で
ガ
ン
バ
ロ
ー
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
「
最
後
ま
で
」
と
い
っ
て
も
、
勝
利
の
具
体
的
展
望
な
ど
な
い
わ

け
で
、
闘
争
が
勝
つ
前
に
世
の
中
変
わ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
り
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
す
。

そ
う
し
て
悪
戦
苦
闘
す
る
う
ち
に
、
だ
い
ぶ
ひ
ど
い
目
に
も
会
っ
て
、
反
省
し
な
い
と
も
う
一
歩
も
進
め
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
で
、
た
ど
り
つ
い
た
の
は
ま
ず
「
立
場
」
や
「
思
想
」
で
は
な
く
て
「
要
求
」
で
闘
お
う
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
こ
れ
で
色
々
な
成
果
は
上
が
っ
た
ん
で
す
が
、
し
か
し
ど
う
す
れ
ば
勝
利
が
見
え
て
く
る
の
か
と
い
う
の
は
ま
だ

わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
今
ま
で
は
「
立
場
」
や
「
思
想
」
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
を
ふ
や
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の

が
、
今
度
は
「
要
求
」
で
、
一
致
で
き
る
人
を
ふ
や
す
と
い
う
こ
と
に
変
わ
っ
て
も
、
端
的
に
言
え
ば
「
話
を
し
て
理

解
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
や
り
方
は
同
じ
わ
け
で
す
。

要
求
に
根
ざ
し
て
い
き
い
き
し
て
き
た
が
、
闘
い
は
進
ま
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
ま

す
。
そ
れ
は
「
要
求
に
も
と
づ
く
統
一
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
行
動
の
統
一
」
を
先
行
さ
せ
る
立
場
に
移
行
し
た
と

い
う
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
「
統
一
―
―
そ
こ
に
勝
利
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
が
原
理
的
に
は
確
立
し
た

と
思
い
ま
す
。
一
九
六
七
年
頃
で
す
。

そ
の
き
っ
か
け
は
一
九
六
六
年
の
一
〇
・
二
一
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
統
一
ス
ト
の
成
功
を
ま
の
あ
た
り
に
見
た
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
こ
の
統
一
ス
ト
で
実
際
に
反
戦
ス
ト
に
立
ち
あ
が
っ
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
指
導
部

は
、
そ
こ
に
公
務
負
の
賃
金
闘
争
や
炭
労
の
合
理
化
反
対
闘
争
等
々
を
う
ま
く
合
わ
せ
て
い
っ
た
。
ま
ち
ま
ち
の
要
求
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を
か
か
げ
な
が
ら
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
う
行
動
は
統
一
し
て
い
る
。
し
か
も
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
そ
れ

ぞ
れ
み
ん
な
反
対
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
、
単
純
で
な
い
要
求
の
組
み
合
わ
せ
と
、
そ
の
下
で
の
―

―
そ
れ
が
可
能
に
し
た
行
動
の
統
一
と
い
い
ま
す
か
、
こ
の
統
一
の
力
の
大
き
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

東
京
争
議
団
は
こ
こ
か
ら
学
ん
で
、
「
行
動
の
統
一
」
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
前
進
さ
せ
る
わ
け
で
す
。
最
初
は
集
会
、

デ
モ
、
そ
し
て
次
に
統
一
ス
ト
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
統
一
ス
ト
と
い
っ
て
も
、
初
め
か
ら
争
議
支
援
の
統
一
ス
ト
は

で
き
な
い
。
そ
れ
で
迂
回
し
て
、
ま
ず
争
議
団
自
身
の
要
求
は
一
歩
下
げ
て
、
春
闘
な
ら
春
闘
の
賃
上
げ
闘
争
で
、
産

別
な
り
地
域
の
統
一
ス
ト
を
打
て
る
よ
う
に
努
力
を
す
る
。
つ
ま
り
下
働
き
の
オ
ル
グ
み
た
い
に
か
け
ず
り
ま
わ
る
ん

で
す
。
そ
う
す
る
う
ち
何
年
か
し
て
争
議
支
援
の
統
一
ス
ト
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
中
で
六
〇
年
代

の
末
か
ら
、
本
格
的
な
勝
利
が
続
き
ま
す
。

「
統
一
」
の
理
解
を
深
め
た
総
行
動

七
〇
年
代
に
入
る
と
、
資
本
の
攻
撃
の
質
も
少
し
変
わ
っ
て
き
て
、
や
っ
か
い
な
大
き
な
争
議
が
発
生
し
ま
す
が
、

「
東
京
総
行
動
」
が
生
み
出
さ
れ
て
、
六
〇
年
代
か
ら
見
れ
ば
想
像
を
絶
す
る
勝
利
が
次
々
と
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
―
―

報
知
と
か
大
映
と
か
。
七
〇
年
代
も
後
半
に
な
る
と
総
行
動
は
色
々
に
分
化
・
発
展
し
て
い
っ
て
、
そ
ん
な
中
で
ま
た

新
し
い
水
準
の
勝
利
が
あ
い
つ
ぎ
ま
す
。
東
電
の
山
本
君
の
職
場
復
帰
―
―
あ
の
と
き
は
た
た
た
だ
驚
い
た
。
続
い
て

三
菱
樹
脂
の
高
野
君
。
最
高
裁
敗
訴
の
後
に
完
全
勝
利
で
職
場
復
婦
す
る
わ
け
で
す
が
ら
。
六
〇
年
代
後
半
に
は
「
裁
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判
に
勝
っ
て
も
職
場
に
も
ど
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
各
争
議
共
通
の
問
題
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
七
〇
年
代
の
と
く
に

後
半
は
、
司
法
反
動
で
敗
訴
が
増
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
次
々
職
場
に
戻
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
や

は
り
「
総
行
動
」
の
力
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
で
職
場
に
戻
る
と
い
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
独
占
大
企
業
の
職
場
に
ど
ん
ど

ん
戻
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
そ
う
い
う
大
企
業
の
職
場
の
、
賃
金
差
別
の
問
題
が
争
議
団
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

と
く
に
ニ
チ
モ
ウ
キ
グ
ナ
ス
が
争
議
団
共
闘
に
参
加
し
た
の
は
画
期
的
で
す
ね
。
分
裂
し
て
い
て
差
別
は
多
少
あ
る
も

の
の
、
解
雇
者
を
か
か
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
単
産
も
つ
い
て
い
る
普
通
の
組
合
で
あ
っ
て
、
春
闘
か
な
ん
か
で

闘
っ
て
い
れ
ば
何
と
か
な
る
と
い
う
の
が
従
来
の
常
識
的
な
発
想
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
超
え
た
ん
で
す
ね
。
東

京
争
議
団
に
入
っ
て
き
て
、
背
景
資
本
を
含
め
た
資
本
に
対
す
る
社
会
的
包
囲
と
い
う
路
線
を
、
「
争
議
団
」
で
も
な

い
よ
う
な
組
合
が
明
確
に
と
り
始
め
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
東
京
争
議
団
の
よ
う
な
闘
い
方
―
―
行
動
の
統
一
を
何
よ

り
も
大
事
に
し
て
い
く
そ
う
い
う
運
動
の
提
起
を
い
わ
ば
「
普
通
の
職
場
の
労
働
組
合
」
が
捉
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

で
、
こ
れ
が
ま
た
新
し
い
教
訓
を
生
み
出
し
、
そ
の
後
、
東
電
、
日
航
等
々
、
賃
金
差
別
の
問
題
で
東
京
争
議
団
に

入
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
ふ
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
概
観
に
な
り
ま
す
が
、
今
話
し
た
よ
う
な
最
近
の
動
き
を
見
て
い
る
と
、
東
京
争
議
団
共
闘
の
運
動

自
体
が
、
過
去
二
十
年
近
い
間
と
今
後
と
で
は
、
大
き
く
質
的
に
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
一

言
で
い
っ
て
、
大
企
業
の
問
題
が
争
議
の
中
心
に
す
わ
っ
て
き
て
い
て
、
従
っ
て
、
日
常
的
な
職
場
で
の
闘
い
が
、
東
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京
争
議
団
の
主
要
な
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
「
争
議
」
と
い
う
概
念
も
す
で
に
変
わ
っ
た
こ
と

に
な
る
ん
だ
し
、
東
京
争
議
団
共
闘
の
運
動
も
変
わ
っ
た
し
、
従
っ
て
東
京
争
議
団
共
闘
の
運
動
が
日
本
の
労
働
運
動

の
中
で
も
つ
意
味
も
変
わ
っ
て
き
た
―
―
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
特
殊
的
な
も
の
か
ら
、
よ
り
一
般
的
な

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

こ
こ
で
「
統
一
―
―
そ
こ
に
勝
利
が
あ
る
」
の
話
に
戻
し
ま
す
。
東
京
争
議
団
は
「
統
一
路
線
」
と
か
「
攻
勢
的
統

一
路
線
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
、
勝
利
し
て
き
た
争
議
の
様
々
な
形
態
、
例
え
ば

「
ひ
と
り
争
議
」
と
か
「
倒
産
争
議
」
と
か
―
―
に
適
応
し
た
「
統
一
路
線
」
の
具
体
的
内
容
は
、
そ
れ
ま
で
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
こ
れ
を
や
れ
ば
勝
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
実
際
勝
つ
わ
け
で
す
。
東

京
争
議
団
は
「
決
着
が
つ
い
た
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
例
え
ば
「
倒
産
争
議
」
に
つ
い
て
言
え
ば
七
八
年
頃

に
は
す
で
に
決
着
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
大
企
業
の
問
題
は
と
い
う
と
、
全
く
今
後
の
問
題
で
す
。
従
っ
て
大
企
業
争

議
の
勝
利
の
展
望
に
つ
い
て
何
か
具
体
的
に
話
す
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
に
勝
っ
て
い
っ
て
も
ら
う

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
こ
れ
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
私
が
お
話
し
で
き
る
の
は
、
統
一
の
問
題
に
つ
い

て
初
歩
的
で
原
理
的
な
こ
と
を
日
本
の
労
働
運
動
の
こ
れ
ま
で
の
試
行
錯
誤
に
か
ら
め
て
お
話
し
す
る
程
度
の
こ
と
で
す
。

ま
ち
が
い
だ
ら
け
の
「
統
一
」
理
解

「
統
一
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
の
労
働
組
合
運
動
の
中
で
は
、
ま
ち
が
い
の
連
続
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
言
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葉
は
様
々
に
―
―
労
戦
統
一
と
か
、
統
一
戦
線
と
か
、
統
一
労
組
懇
と
か
―
―
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
必
ず
し
も
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
。
堀
江
正
規
さ
ん
と
い
う
経
済
学
者
が
い
ま
し
た
が
、
「
労
働
組
合
運
動
の
理
諭
」
と
い
う
双
書
の

編
集
を
終
え
た
あ
と
、
ポ
ツ
リ
と
「
我
々
の
活
動
家
が
統
一
と
い
う
こ
と
を
い
か
に
知
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
」
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
「
統
一
」
な
ん
て
わ
か
り
き
っ
た
よ
う
な
こ
と
だ
け
ど
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
い
わ
ゆ
る
「
大
企
業
問
題
」
を
考
え
る
上
で
も
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。

言
葉
の
意
味
あ
い
か
ら
入
っ
て
い
き
ま
す
と
、
「
統
一
」
の
「
統
」
は
「
す
べ
る
」
と
い
う
字
で
す
。
こ
れ
は
「
ス

バ
ル
」
と
い
う
古
語
か
ら
き
て
い
て
、
も
と
は
「
し
ば
る
」
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
バ
ラ
バ
ラ
の
棒
を
例
え
ば
矢
来

（
あ
ら
く
組
ん
だ
垣
根
）
に
す
る
と
、
十
文
字
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
縛
ら
れ
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に

一
点
で
ま
と
ま
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
同
一
」
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
ん
で
す
ね
。
「
統
一
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も

と
異
な
る
も
の
が
、
異
な
る
個
々
を
前
提
に
し
て
、
あ
る
点
で
一
致
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
弁
証
法
的

な
概
念
で
す
ね
。

こ
ん
な
こ
と
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
し
ば
し
ば
混
乱
し
て
い
ま
す
。

労
働
組
合
運
動
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
統
一
こ
そ
が
世
界
労
連
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
隠
さ
な
い
」

と
い
う
の
は
第
三
回
世
界
労
連
大
会
（
一
九
五
三
年
）
で
、
ル
イ
・
サ
イ
ア
ン
と
い
う
当
時
の
書
記
長
が
言
っ
た
言
葉

で
す
。
労
働
組
合
の
目
的
は
統
一
の
達
成
だ
と
言
う
ん
で
す
ね
。
た
だ
ひ
と
つ
あ
げ
る
な
ら
、
社
会
変
革
で
も
な
け
れ

ば
賃
金
の
改
良
的
向
上
で
も
な
く
、
統
一
で
あ
る
と
―
―
。
国
際
的
に
は
「
統
一
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
一
九
五
三

年
以
来
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
の
先
輩
の
労
働
組
合
運
動
家
は
そ
ん
な
こ
と
は
知
っ
て
い

佐藤一晴遺稿集 6



た
は
ず
な
ん
で
す
ね
。
日
本
か
ら
、
第
三
回
世
界
労
連
大
会
に
は
ひ
と
り
も
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
第
四
回
と
第
五
回

に
は
何
十
人
と
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
こ
ん
な
に
統
一
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
言
わ
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ

た
」
と
い
う
感
想
文
も
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
る
ん
で
す
。
し
か
し
あ
と
で
お
話
し
す
る
よ
う
に
、
結
局
日
本
の
運
動
に
は

根
づ
い
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
我
々
の
「
統
一
」
の
歴
史
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
『
ひ
と
つ
の
普
遍
の
原
則
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
「
労
働
者
と
そ
の
労
働
組
合
の
統
一
行
動
は
必

ず
労
働
組
合
の
組
織
的
統
一
を
生
み
出
す
」
と
い
う
内
容
な
ん
で
す
。
統
一
行
動
が
組
織
統
一
を
も
た
ら
す
―
―
そ
の

逆
で
は
な
い
と
言
い
き
っ
て
い
ま
す
ね
。

こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
六
一
年
の
第
五
回
大
会
以
来
「
統
一
」
に
つ
い
て
論
争
が
起
こ
っ
た
よ

う
で
す
。
統
一
の
路
線
が
四
つ
ぐ
ら
い
出
ま
す
。

一
つ
は
中
国
の
路
線
。
こ
れ
は
当
初
の
東
京
争
議
団
の
路
線
に
似
て
い
ま
す
。
「
帝
国
主
義
の
植
民
地
的
収
奪
に
反

対
す
る
「
統
一
」
。
敵
を
明
ら
か
に
し
て
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

二
番
目
は
ソ
連
。
「
一
連
の
行
動
綱
領
を
基
礎
に
し
て
統
一
す
る
」
。
日
本
に
今
で
も
あ
り
そ
う
で
す
ね
。
「
行
動

綱
領
」
と
い
う
の
は
要
求
項
目
の
こ
と
で
す
。
「
賃
金
上
げ
ろ
」
と
か
色
々
並
べ
て
あ
る
。

三
番
目
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
先
ほ
ど
の
ル
イ
＝
サ
イ
ア
ン
で
す
が
、
「
行
動
の
統
一
の
為
に
は
た
だ
ひ
と
つ
の
要
求
で

も
よ
い
。
必
ず
し
も
世
界
労
連
が
掲
げ
て
い
る
要
求
と
合
致
し
な
く
て
も
よ
い
」
。
要
求
を
も
と
に
し
た
統
一
戦
線
で

は
な
く
て
、
統
一
行
動
を
可
能
に
す
る
要
求
の
探
求
と
い
う
設
定
で
す
。
四
番
目
の
イ
タ
リ
ア
も
だ
い
た
い
同
じ
で
す

が
、
も
う
少
し
大
胆
で
、
「
完
全
に
要
求
で
一
致
で
き
な
く
て
も
よ
い
」
―
―
異
な
る
要
求
の
結
合
に
よ
る
行
動
の
統

日本的風土に「統一」の思想をどう実らせるか
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一
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
論
争
の
は
じ
ま
っ
た
第
五
回
大
会
で
確
認
さ
れ
た
統
一
の
原
則
で
す
が
、
こ
れ
は
一
九
五
七
年
の
第
四
回
大
会

で
提
起
さ
れ
た
も
の
が
再
確
認
さ
れ
た
も
の
で
、
三
点
あ
り
ま
す
。

第
一
点
が
「
相
互
尊
重
」
と
「
労
働
組
合
の
国
内
問
題
や
職
業
別
組
合
の
問
題
に
干
渉
し
な
い
こ
と
」
。

第
二
点
は
、
「
労
働
者
が
統
一
で
き
る
問
題
を
探
す
こ
と
」
。

第
三
点
は
、
「
共
通
の
目
標
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
打
ち
出
し
、
意
見
の
一
致
し
な
い
点
は
自
発
的
に
と
り
除
く
こ
と
」

と
い
う
ん
で
す
。
「
自
発
的
に
―
―
」
と
い
う
の
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。
今
、
違
う
と
こ
ろ
ば
か
り
を
誇
ら
し
げ
に
つ

き
つ
け
る
と
い
う
感
じ
の
「
統
一
路
線
」
の
方
が
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

一
致
し
な
い
と
わ
が
っ
て
い
る
ヤ
ツ
は

最
初
か
ら
と
り
除
く
べ
き
な
ん
で
す
。
統
一
を
ほ
ん
と
う
に
求
め
る
な
ら
ば
―
―
。

今
、
日
本
で
は
「
要
求
に
も
と
づ
く
行
動
の
統
一
」
、
「
資
本
か
ら
の
独
立
」
、
「
政
党
か
ら
の
独
立
」
と
い
う
の

が
国
際
的
に
試
さ
れ
た
労
戦
統
一
の
三
原
則
だ
と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
角
度
が
違
う
よ
う
で
す
。
「
政

党
か
ら
の
独
立
」
と
い
う
の
は
国
際
的
に
一
致
で
き
な
い
で
す
。
あ
の
「
連
帯
」
で
す
ら
共
産
党
の
指
導
的
云
々
を
認

め
て
、
よ
う
や
く
合
法
化
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
政
党
か
ら
の
独
立
を
主
張
す
る
組
合
も
あ
る
か
ら
、
一
致
で
き
な
い
。

従
っ
て
「
自
発
的
に
取
り
除
き
」
、
「
従
属
を
前
提
に
し
な
い
」
と
い
っ
た
方
が
よ
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
実
質
的
に

は
独
立
に
等
し
い
よ
う
な
も
の
だ
け
ど
「
政
党
か
ら
の
独
立
を
前
提
に
し
て
統
一
」
と
い
う
の
と
は
ち
が
う
ん
で
す
ね
。

世
界
労
連
の
統
一
の
原
則
は
以
上
の
よ
う
な
わ
け
な
ん
で
す
が
、
日
本
の
歴
史
的
経
過
を
み
ま
す
と
、
例
え
ば
産
別

会
議
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
五
八
年
に
こ
の
産
別
会
議
が
解
散
し
た
後
に
『
産
別
会
議
小
史
』
と
い
う
総
括
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が
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り

ま
す
。
一
九
五
三
年
に
世
界
労
連
の
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ウ
ォ
ー
リ
ス
と
い
う
人
が
来
て
日
本
の
労
働
運
動
に
ひ
と
つ
の

「
転
機
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
ん
で
す
。
ど
う
い
う
転
機
か
と
い
う
と
、
「
統
一
の
何
た
る
か
を
初
め
て
知
ら
さ
れ

た
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
「
今
ま
で
我
々
が
口
に
し
て
き
た
『
統
一
』
は
セ
ク
ト
主
義
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従

来
こ
と
さ
ら
に
不
一
致
点
を
強
調
し
、
相
手
幹
部
を
誹
謗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
実

践
さ
れ
て
き
た
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ウ
ォ
―
リ
ス
は
世
界
労
連
の
統
一
と
は
不
一
致
点
は
さ
し
お
い
て
も
、
一
つ
で
も
二

つ
で
も
一
致
す
る
面
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
で
統
一
行
動
を
進
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
。
当
時
産
別
会
議
は
総
同
盟
と
の

「
無
条
件
統
一
」
を
唱
え
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
小
史
』
に
は
「
無
条
件
統
一
と
い
う
の
は
『
闘
う
統

一
』
と
い
う
条
件
が
実
は
ひ
そ
ん
で
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
『
闘
う
』
と
い
う
の
も
、
き
わ
め
て
狭

い
も
の
で
、
共
通
の
目
標
を
も
っ
て
共
通
の
敵
に
迫
る
と
い
う
よ
り
も
、
産
別
の
方
針
の
下
で
強
い
闘
い
を
す
る
と
い

う
意
味
で
し
か
な
か
っ
た
と
、
「
そ
れ
に
反
対
す
る
意
見
は
反
動
あ
る
い
は
御
用
組
合
と
し
て
排
除
さ
れ
た
」
と
総
括

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

産
別
会
議
が
こ
う
総
括
し
て
、
そ
の
後
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
な
が
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
ん
で
す
。
例

え
ば
、
一
九
六
七
年
に
全
印
総
連
細
川
活
版
労
組
が
『
要
求
こ
そ
力
』
と
い
う
題
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出
し
て
い
ま
す
。

そ
の
表
紙
に
「
全
印
総
運
東
京
地
連
第
二
二
回
定
期
大
会
運
動
方
針
よ
り
」
と
た
だ
し
書
き
の
つ
い
た
「
統
一
の
三
原

則
」
と
い
う
の
が
の
っ
て
い
ま
す
。
第
二
二
回
大
会
は
一
九
六
七
年
に
開
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
全
印
総
連
は
御
存
知

の
よ
う
に
戦
闘
的
で
理
論
的
に
す
ぐ
れ
た
組
合
で
、
し
か
も
半
分
は
産
別
会
議
に
最
後
ま
で
残
っ
た
ん
で
す
ね
。

日本的風土に「統一」の思想をどう実らせるか
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「
統
一
の
三
原
則
。
一
、
労
働
者
の
切
実
な
要
求
に
基
づ
い
て
団
緒
す
る
。
二
、
不
一
致
点
は
粘
り
強
く
話
し
合
い
、

一
致
点
で
行
動
を
進
め
る
が
、
原
則
上
の
問
題
で
妥
協
し
た
り
追
随
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
三
、
分
裂
主
義
者
と

は
断
固
と
し
て
闘
う
が
、
こ
の
闘
い
を
重
視
す
る
あ
ま
り
労
働
者
の
切
実
な
要
求
に
基
づ
く
団
結
と
統
一
行
動
を
弱
め

て
は
な
ら
な
い
」
。

こ
の
当
時
の
全
印
総
連
の
幹
部
は
、
さ
き
ほ
ど
の
世
界
労
連
の
統
一
の
三
原
則
が
再
度
確
認
さ
れ
た
第
五
回
世
界
労

組
会
議
に
出
席
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
世
界
労
連
の
三
原
則
に
は
相
反
し
た
こ
と
も
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
全
印
総

運
は
、
世
界
労
連
に
反
対
し
て
い
る
意
識
は
ま
っ
た
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
に
逆
の
立
場
に
移
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
全
印
総
連
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と
言
う
の
が
私
の
意
図
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
労
働
運
動
の

中
で
「
統
一
」
と
い
う
も
の
を
進
め
る
場
合
に
、
ど
う
し
て
も
「
日
本
的
条
件
」
と
い
う
も
の
を
十
分
考
え
な
い
と
い

け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
し
か
し
こ
れ
は
直
接
に
は
労
働
組
合
の
問
題
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
、
歴
史

と
か
社
会
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
な
る
ん
で
大
変
な
ん
で
す
が
、
し
か
し
こ
こ
に
入
っ
て
い
か
な

い
と
話
が
進
ま
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

統
一
を
困
難
に
す
る
日
本
的
風
土

わ
れ
わ
れ
の
風
土
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
統
一
が
進
み
に
く
い
ジ
メ
ジ
メ
と
し
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

農
村
で
は
旧
来
の
生
産
関
係
が
破
壊
さ
れ
て
、
貨
幣
経
済
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
一
九
五
〇
年
頃
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ま
で
日
本
の
農
村
と
い
う
の
は
か
な
り
自
給
自
足
型
た
っ
た
の
が
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
農
地
改
革
が
実
を
結
ん
だ
こ
と

も
あ
り
、
五
五
年
か
ら
始
ま
る
高
度
成
長
の
中
で
、
急
激
に
変
貌
を
遂
げ
て
、
そ
の
後
は
専
業
農
家
は
少
な
く
な
り
、

し
か
も
農
業
以
外
の
収
人
の
方
が
多
い
「
二
種
兼
業
」
と
い
う
の
が
中
心
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
で
、
農
村
の
「
部
落
」
と
い
う
の
が
―
―
部
落
的
共
同
体
の
あ
り
方
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で

農
村
で
は
「
村
八
分
」
な
ど
成
立
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
部
落
」
が
大
企
業
の
職
場
に
ひ
っ
こ

し
て
き
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
大
都
会
の
大
工
場
で
「
村
八
分
」
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
が
、
統
一
を
進
め
る
の
に
困
難
な
日
本
的
条
件
を
つ
く
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
の
生
産
力
は
変

わ
っ
て
き
て
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
条
件
は
な
く
な
る
は
ず
な
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
根
強
く
残
っ
て
い
る
し
、

資
本
の
側
は
温
存
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
し
―
―
こ
こ
は
大
事
な
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。

革
命
と
い
う
の
は
政
治
権
力
の
問
題
が
中
心
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
ま
す
け
ど
、
実
際
に
は
社
会
革
命
で
あ
っ
て
、
そ

の
頂
点
に
政
治
革
命
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
社
会
革
命
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
変
わ
る
こ
と
を
言
う
ん
で
し
ょ

う
ね
。
生
産
組
織
を
含
め
て
社
会
組
織
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
わ
け
で
す
か
ら
―
―
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
現
状

は
な
か
な
か
シ
ン
ド
イ
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

資
本
の
側
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
明
確
に
捉
え
て
い
ま
す
。
昨
年
の
三
月
に
経
済
同
友
会
が
『
日
本
型
成
熟
社
会
の

構
築
を
め
ざ
し
て
―
―
モ
ー
レ
ツ
型
か
ら
多
面
型
へ
』
と
い
う
提
言
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
こ
う
い
う
事
を

言
っ
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
低
成
長
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
人
件
費
コ
ス
ト
は
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
と
、
し
か
し

「
終
身
雇
用
と
い
う
基
本
は
維
持
し
な
が
ら
、
能
力
、
資
格
、
希
望
な
ど
…
…
」
で
能
力
主
義
に
移
行
す
る
と
い
う
わ
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け
で
す
。
「
多
面
型
」
と
は
ひ
と
つ
に
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、
「
能
力
、
資
格
、
希
望
」
に
よ
る
多
様
化
―
―
我
々
に

言
わ
せ
れ
ば
差
別
で
す
ね
―
―
と
い
う
能
力
主
義
に
移
行
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
大
事
な
の
は
そ
の
根
底
に

し
か
し
「
終
身
雇
用
と
い
う
基
本
は
維
持
し
な
が
ら
」
―
―
実
際
に
は
当
然
一
部
の
人
に
の
み
そ
う
す
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
が
―
―
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
ま
す
。
「
日

本
人
は
集
団
と
し
て
の
合
意
が
優
先
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
個
人
の
自
己
実
現
は
常
に
所
属
す
る
集
団
の
存
続
を
前
提

に
し
た
上
で
求
め
ら
れ
る
」
と
。
だ
か
ら
あ
く
ま
で
「
終
身
雇
用
と
い
う
基
本
は
維
持
し
な
が
ら
」
や
る
と
い
う
の
で

す
ね
。

こ
の
種
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
陣
営
で
は
ほ
と
ん
ど
言
わ
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
味
方
の
労
働
者
の
弱
点
を
明

確
に
見
据
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
政
党
で
も
労
働
組
合
で
も
、
情
勢
分
析
は
常
に
「
危
機
」
が

迫
っ
て
い
て
、
「
展
望
」
は
間
近
に
開
け
る
―
―
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
ね
。
研
究
者
で
も
よ
く
あ
り
ま
す
ね
。
「
ま

す
ま
す
資
本
の
搾
取
は
進
み
…
…
必
ず
や
労
働
者
階
級
は
そ
の
歴
史
的
使
命
に
目
覚
め
」
云
々
と
い
う
わ
け
で
す
。
大

企
業
分
析
の
論
文
が
そ
ん
な
文
句
で
結
ば
れ
て
い
た
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て
、
指
導
が
良
く
な
く

て
は
、
す
ぐ
に
良
い
方
に
変
わ
る
な
ん
て
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。

で
な
け
れ
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
な
ど
起
こ
る
は
ず
が
な
い
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
大
衆
の
貧
困
で
す
よ
ね
。

後
進
資
本
主
義
の
中
で
、
抑
圧
さ
れ
る
階
級
の
貧
困
と
、
正
に
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
展
望
の
な
さ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

温
床
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
大
衆
が
自
発
的
積
極
的
に
動
い
て
は
じ
め
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
の

は
成
り
立
つ
ん
で
す
ね
。
そ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
な
る
時
も
あ
る
し
逆
に
な
る
と
時
も
あ
る
。
そ
れ
を
左
右
す
る
の
は
、
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指
導
部
隊
の
主
体
的
力
量
を
含
め
た
歴
史
的
諸
条
件
で
し
て
、
窮
乏
化
が
進
ん
で
必
ず
正
し
い
方
向
に
立
ち
上
が
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
よ
ね
。

で
す
か
ら
問
題
は
や
は
り
、
現
実
は
正
確
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
具
体
的
に
運
動
を
進
め
る

に
つ
い
て
は
、
つ
ぶ
さ
に
、
労
働
者
の
お
か
れ
た
状
態
に
つ
い
て
熟
知
し
て
、
ぼ
く
ら
が
職
場
で
統
一
と
い
う
も
の
を

考
え
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
前
提
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
意
昧
で
、
さ
き
に
言
っ
た
我
々
の
困
難
―
―
部
落
型
の
小
集
団
同
盟
的
制
度
が
職
場
の
中
に
持
ち
込
ま
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
必
然
の
よ
う
に
我
々
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
条
件
と
い
う
の
は
、
決
し
て
見
の
が
し

て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
は
、
大
企
業
の
職
場
で
、
例
え
ば
「
村
八
分
」
に
さ
れ
て
い
る
側
の
、
い
わ
ゆ
る
活
動
家
の
中
に
さ
え
あ
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
を
温
存
す
る
体
制
と
し
て
、
向
こ
う
も
ち
ゃ
ん
と
、
終
身
雇
用
制
と
企
業
内
昇
進
制
度
を
前
提
に
し
た

年
功
序
列
型
賃
金
等
々
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
―
―
。
こ
う
い
う
物
質
的
基
盤
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
現
在
の

生
産
力
の
水
準
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「
村
八
分
」
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
部
落
的
小
集
団
が
生
存
可
能
な
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
我
々
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
具
体
的
支
柱
に
支
え
ら
れ
、
し
か
も
日
本
の
社
会
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
企
業
内

従
業
員
組
合
主
義
と
い
う
も
の
と
、
ど
う
し
て
も
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
こ

と
を
前
提
に
し
て
、
ど
う
運
動
を
進
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

日本的風土に「統一」の思想をどう実らせるか
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「
転
向
」
に
み
る
日
本
的
特
質

そ
の
日
本
的
特
質
と
い
う
こ
と
で
ひ
と
つ
だ
け
象
徴
的
な
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
は
極
端
な
話
で
す
が
、
単
純
に
言
う
と
、
例
え
ば
進
歩
的
な
人
が
裏
切
っ
て
逆
の
方
へ
行
っ
た
と
す
る
―
―

「
転
向
」
と
が
「
転
落
」
と
か
―
―
。
そ
の
場
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
「
悪
魔
」
に
な
る
と
い
う

意
識
を
も
つ
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
人
は
逆
に
「
善
人
」
に
な
る
ん
で
す
。
裏
切
っ
て
申
し
わ
け
な
い
と
い
う
の
も
あ

る
け
ど
、
同
時
に
そ
れ
以
上
に
、
本
来
の
自
分
の
姿
に
戻
っ
た
と
い
う
、
生
ぬ
る
い
感
じ
が
あ
る
ん
で
す
。

例
え
ば
、
高
村
光
太
郎
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
詩
人
で
、
彫
刻
家
で
、
若
干
は
進
歩
的
な
思
想
に
も
ふ
れ
て
い
る

し
、
西
欧
の
色
々
な
も
の
も
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
戦
争
が
始
ま
る
と
突
然
右
に
行
く
わ
け
で
す
。
戦
争
賛
歌
な

ん
か
た
く
さ
ん
書
く
。
で
、
戦
後
に
な
る
と
こ
れ
を
ま
た
自
己
批
判
し
て
『
暗
愚
小
伝
』
と
い
う
の
を
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
一
節
に
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
戦
争
が
始
ま
っ
て
自
分
が
突
然
右
へ
行
っ
た
時
の
こ
と
を
書

い
て
い
る
ん
で
す
。
「
昨
日
は
遠
い
昔
と
な
り
、
昔
は
今
と
な
っ
た
。
天
皇
危
う
し
―
―
た
だ
そ
の
一
言
が
私
の
一
切

を
決
定
し
た
。
父
が
、
母
が
、
そ
こ
に
い
た
。
少
年
の
日
の
家
の
雲
霧
が
部
屋
一
杯
に
た
ち
こ
め
た
。
私
の
耳
は
先
祖

の
声
で
満
た
さ
れ
、
『
陛
下
が
、
陛
下
が
』
と
喘
ぐ
意
識
が
目
眩
め
い
た
」
―
―
こ
う
い
う
ふ
う
に
転
向
す
る
ん
で
す

よ
。
祖
先
に
帰
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
心
理
状
態
は
多
分
今
で
も
あ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
我
々
中
に
、

天
皇
を
頂
点
に
し
た
、
そ
し
て
家
族
を
最
底
辺
と
し
た
社
会
制
度
が
今
だ
に
根
強
く
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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転
向
と
い
う
現
象
の
中
に
は
こ
う
い
う
性
質
が
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
に
あ
る
も
の
で
す
。
た
か
ら
、
い
じ
め
ら
れ

て
、
良
心
は
と
が
め
る
け
れ
ど
も
、
経
済
的
に
も
苦
し
い
か
ら
転
向
し
た
。
と
い
う
単
純
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
か
な
り
冷
酷
に
見
て
、
考
え
て
い
か
な
い
と
、
我
々
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
少
数
で
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

日
本
的
風
土
の
中
で
「
行
動
の
統
一
」
を
つ
く
る

考
え
る
と
い
っ
て
も
、
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ひ
と
つ
は
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
の
経
験
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
ね
。
こ
こ
ま
で
は
今
ま
で
の
争
議
の
経
験
で
も
わ
か
り

ま
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
我
々
は
勝
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
的
風
土
の
特
質
を
、
初
歩
的
な
段
階
で
は
、
ど
う
利
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
を
無
視
し
て
は
労

働
組
合
運
動
は
成
り
立
た
な
い
で
す
よ
ね
。
現
在
主
流
と
し
て
の
労
働
組
合
運
動
を
や
っ
て
い
る
左
派
に
し
て
も
、
何

も
む
ず
か
し
い
理
論
で
大
衆
を
団
結
さ
せ
て
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
。
「
ま
あ
と
も
か
く
い
っ

し
ょ
だ
か
ら
」
と
か
、
「
オ
ー
、
か
あ
ち
ゃ
ん
ど
う
し
て
る
？
」
と
か
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。
大

事
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
我
々
は
意
識
し
て
戦
術
的
に
使
う
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
の
問
題
。

そ
れ
が
ら
、
そ
こ
を
も
う
ひ
と
つ
超
え
て
戦
略
的
に
プ
ラ
ス
に
転
化
す
る
道
を
考
え
な
い
と
、
勝
負
に
は
勝
た
な
い

と
思
う
ん
で
す
。
資
本
の
方
も
そ
こ
は
苦
労
し
て
や
っ
て
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
だ
い
た
い
終
身
雇
用
制
と
い
う
の
は
、
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単
純
に
計
算
す
れ
ば
資
本
に
と
っ
て
も
不
合
理
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
に
し
て
は
ま
ず
い

と
い
う
こ
と
で
、
終
身
雇
用
を
維
持
し
な
が
ら
、
職
安
法
な
ど
改
悪
し
て
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
―
―
と
で
も
言
う
の
か

―
―
だ
け
正
社
員
と
し
て
終
身
雇
用
に
し
て
、
あ
と
は
「
人
材
供
給
会
社
」
み
た
い
な
も
の
か
ら
全
部
入
れ
て
い
く
と
。

た
か
ら
正
社
員
と
し
て
採
用
し
た
以
上
は
女
性
差
別
も
や
ら
な
い
と
―
―
む
こ
う
は
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
我
々
の
方
は
大
変
む
ず
か
し
い
。

「
正
社
員
」
の
意
識
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
死
ん
だ
丸
紅
の
島
田
常
務
は
遺
書
に
「
会
社
は
永
遠
で

す
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
こ
う
な
る
と
宗
教
で
す
よ
ね
。
会
社
と
い
う
の
は
理
想
で
あ
り
、
人
生
の
一
切
で
あ

る
と
―
―
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
人
生
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

は
「
会
社
の
発
展
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
資
本
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の

「
社
員
」
な
ん
で
す
ね
。
「
社
員
」
と
い
う
の
は
法
律
上
は
株
主
の
こ
と
を
さ
す
ん
で
す
が
、
な
ぜ
か
ふ
つ
う
は
従
業

員
の
こ
と
を
社
員
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
社
員
の
運
命
共
同
体
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
必
ず
し
も
幻
想
共

同
体
と
も
言
え
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
実
体
が
、
あ
る
程
度
は
あ
る
。
会
社
の
発
展
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
た

か
ら
、
そ
の
枠
を
出
て
も
の
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
に
な
っ
て
る
わ
け
で
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
る
ヤ
ツ
は

排
除
す
る
。
そ
う
い
う
原
理
で
統
合
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
が
や
ら
れ
る
の
も
、
根
底
に
は
、

左
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
会
社
と
は
別
の
原
理
を
も
っ
て
い
る
ヤ
ツ
に
は
冷
た
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

運
命
共
同
体
と
し
て
の
会
社
の
発
展
と
い
う
原
理
を
思
考
の
原
理
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
不
動
の
前
提
に
な
る
わ
け
で

す
ね
。
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物
質
的
基
盤
に
無
理
が
あ
っ
て
も
、
か
な
り
無
理
が
な
い
程
度
に
、
色
々
整
え
る
わ
け
で
し
て
。
社
宅
や
寮
が
あ
っ

た
り
、
様
々
な
制
度
が
あ
る
。
社
員
が
死
ん
だ
り
す
れ
ば
会
社
の
総
務
課
か
何
か
が
葬
式
の
面
倒
を
全
部
見
る
と
か
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

と
く
に
「
社
員
」
の
部
分
を
考
え
る
と
き
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
実
態
を
前
提
に
し
て
考
え
な
い
と
、
多
数
派
は

と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
組
織
的
多
数
以
上
に
ま
ず
「
行
動
の
統
一
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
―
―
。
そ
う
い
う

多
面
的
な
行
動
―
―
行
動
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
デ
モ
や
何
か
だ
け
が
行
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
―
―
行
動
の
多

面
的
な
統
一
を
、
大
企
業
の
職
場
の
現
状
を
前
提
に
し
て
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
会
社
の
発

展
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
真
剣
に
―
―
科
学
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
労
働
者
の
生
き
が
い
に
つ
い

て
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
ね
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
は
統
合
の
前
の
分
離
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
や
は
り
我
々
の
中
で
は
、
日
本
的
風
土
の
否

定
性
の
問
題
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
企
業
内
従
業
員
組
合
主
義
が
、
い
わ
ゆ
る
活
動
家
も
含
め
て
骨

の
髄
ま
で
染
み
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
ら
―
―
。
い
く
ら
左
翼
的
な
こ
と
を
言
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
で
す
か
ら
、

き
び
し
く
見
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
大
変
抽
象
的
な
話
で
す
が
、
あ
と
は
、
案
際
に
大
企
業
の
職
場
か
ら
の
闘
い
を
起
こ
し
て
い
る
み
な
さ
ん
が
、

具
体
的
に
切
り
開
い
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
（
一
九
八
二
年
）

日本的風土に「統一」の思想をどう実らせるか
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