
学
会
報
告
で
は
、
戦
後
法
社
会
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
村
落
構

造
論
あ
る
い
は
類
型
論
を
整
理
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
「
家
格
型
」

「
無
家
格
型
」
（
磯
田
進
）
あ
る
い
は
「
家
凝
集
型
」
「
家
拡
散
型
」

（
川
島
武
宜
）
と
い
う
村
落
の
「
型
」
の
設
定
が
、
近
代
化
Ⅱ
民
主

化
の
阻
害
要
因
で
あ
っ
た
家
権
力
あ
る
い
は
家
父
長
制
支
配
を
指
標

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
佃
克
服
す
べ
き
対
象
を
明
確
に
し
た

実
践
的
課
題
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
②
類
型
化
の
指
標
が
抽
象

的
で
包
括
的
な
概
念
（
家
格
の
有
無
あ
る
い
は
家
権
力
の
強
弱
）
で

あ
っ
た
た
め
、
多
様
な
村
落
を
分
析
す
る
枠
組
み
を
用
意
す
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
⑧
多
様
な
内
容
を
も
つ
村
落
の
個
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
位
置
づ
け
た
。
第
二
に
、
村
落
構
造

論
と
共
同
体
論
は
同
じ
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
、

村
落
構
造
論
と
共
同
体
論
と
の
接
点
を
模
索
し
た
。
村
落
共
同
体
論

に
つ
い
て
は
、
①
村
落
の
領
域
と
土
地
所
有
の
問
題
、
②
村
落
構
成

村
落
構
造
論
と
共
同
体
論

ｌ
川
島
理
論
を
中
心
と
し
て

員
の
問
題
、
③
村
落
共
同
体
の
意
志
決
定
機
関
の
問
題
、
側
共
属
感

情
Ⅱ
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
問
題
、
と
い
う
四
つ
の
レ
ベ
ル
で
整

理
を
し
、
村
落
構
造
論
は
共
同
体
の
内
部
秩
序
、
社
会
構
造
の
個
性

に
関
わ
る
問
題
と
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
枠
組
み
に
つ
い
て

（
１
）

は
、
別
に
発
表
に
す
る
予
定
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
法
社
会
学
に

お
け
て
村
落
構
造
論
と
共
同
体
論
を
基
礎
付
け
た
川
島
武
宜
の
議
論

に
限
定
を
し
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
川
島
が
大
塚
久
雄
の
理
論

を
基
礎
に
し
て
法
社
会
学
に
お
け
る
新
た
な
共
同
体
論
を
展
開
し
よ

う
と
し
た
時
代
は
、
近
代
化
Ⅱ
民
主
化
論
が
高
度
成
長
の
も
と
で
下

火
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
川
島
理
論
の
展
開
の

な
か
に
私
た
ち
は
何
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

Ｈ
川
島
の
家
族
と
村
落
の
類
型
論
戦
後
の
日
本
社
会
の
民

主
化
Ⅱ
近
代
化
の
な
か
で
、
克
服
す
べ
き
対
象
の
一
つ
が
家
父
長
制

森
謙
二
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計

、

説
的
な
性
格
を
も
つ
「
家
族
制
度
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
こ
で
繰
り
返

す
必
要
も
な
い
。
一
九
四
六
年
の
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
』
の

叢
な
か
で
、
川
島
が
非
近
代
的
な
性
格
を
も
つ
「
武
士
型
家
族
」
と

「
庶
民
型
家
族
」
と
い
う
二
つ
の
型
を
提
示
し
た
と
き
も
、
二
つ
の

型
を
と
も
に
克
服
す
べ
き
対
象
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
克
服
す
べ
き

対
象
の
中
心
が
「
封
建
的
儒
教
的
な
家
族
制
度
」
に
向
い
て
い
た
と

言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
川
島
が
「
庶
民
型
家
族
」
の
類
型
化

あ
の
り

を
行
う
背
景
に
は
、
一
九
四
四
年
に
開
始
し
た
志
摩
半
島
の
安
乗
村

に
お
け
る
調
査
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
報
告
書
「
志

摩
漁
村
の
寝
屋
婚
・
っ
ま
ど
い
婚
」
が
発
表
さ
れ
る
の
は
一
九
五
四

年
で
あ
り
、
調
査
開
始
か
ら
十
年
を
経
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
一

九
四
六
年
時
と
の
比
較
に
お
い
て
家
族
の
類
型
化
の
指
標
に
一
定
の

ズ
レ
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
に
止
目
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
一
九

四
七
年
に
潮
見
俊
隆
と
共
同
で
実
施
し
た
カ
ネ
オ
ャ
に
つ
い
て
の
調

査
に
よ
る
と
、
カ
ネ
オ
ャ
を
媒
介
と
し
た
擬
制
的
親
子
関
係
の
二
つ

の
型
が
析
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
擬
制
的
親
子
関
係
の
型
と
村
落
構

造
の
関
連
に
つ
い
て
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
充
分
な
解
明
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
の
報
告
書
で
は
、
「
封
建
的
」
な
主
従

関
係
と
結
び
つ
か
な
い
、
い
わ
ば
「
家
拡
散
型
」
村
落
に
お
け
る
擬

制
的
親
子
関
係
が
析
出
さ
れ
て
い
る
。
川
島
の
こ
こ
で
の
村
落
類
型

は
家
権
力
Ⅱ
家
父
長
制
権
力
の
強
弱
と
村
落
の
関
係
を
類
型
化
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
「
家
凝
集
型
」
村
落
は
人
々
が
家
を
中
心
と
し
て

凝
集
し
、
生
活
の
大
部
分
が
家
族
集
団
の
な
か
で
決
定
さ
れ
、
家
が

封
鎖
的
な
性
格
を
持
つ
の
に
た
い
し
、
「
家
拡
散
型
」
は
家
の
凝
集

力
は
弱
く
、
家
は
開
放
的
で
あ
っ
て
、
人
々
の
生
活
が
村
落
集
団
の

な
か
に
拡
散
し
て
い
る
よ
う
な
村
落
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
の
「
武

士
型
」
と
「
庶
民
型
」
と
い
う
家
族
類
型
論
が
階
層
差
に
基
づ
く
分

類
で
あ
り
、
そ
の
階
層
差
と
家
父
長
制
権
力
と
の
対
応
を
析
出
し
た

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
九
五
四
年
の
報
告
で
は
家
父
長
制
的
権

力
の
強
弱
か
ら
村
落
構
造
の
差
異
を
析
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
明

ら
か
に
視
点
の
ズ
レ
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
視
点
を
ず
ら
し
た
こ

と
に
対
し
、
積
極
的
な
評
価
を
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
川
島
の

新
し
い
類
型
論
の
展
開
は
家
父
長
制
的
権
力
の
強
弱
を
通
じ
て
の
家

族
集
団
の
差
異
を
認
識
し
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
村
落
構
造
の
差
異

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
家
権
力
を
道

具
概
念
と
し
て
、
家
族
集
団
と
社
会
集
団
と
の
対
応
関
係
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

目
身
分
階
層
制
と
村
落
の
型
川
島
の
「
家
凝
集
型
」
と

「
家
拡
散
型
」
と
い
う
村
落
類
型
の
展
開
は
、
磯
田
進
の
「
家
格
型
」

と
「
無
家
格
型
」
と
い
う
村
落
類
型
論
を
多
分
に
意
識
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
磯
田
が
一
九
四
七
年
に
「
家
格
」
を
指
標
と
し
た
村
落
類

型
を
提
唱
し
た
と
き
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
「
無
家
格
型
」
村
落
の
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実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
磯
田
が
「
無
家
格
型
」
村

落
の
例
示
と
し
て
示
し
た
徳
島
県
の
木
屋
平
村
で
の
調
査
報
告

（
『
村
落
構
造
の
研
究
乞
が
発
表
さ
れ
る
の
は
一
九
五
○
年
で
あ
り
、

む
し
ろ
「
無
家
格
制
」
村
落
の
実
態
は
川
島
の
志
摩
半
島
の
調
査
に

よ
っ
て
そ
の
端
緒
が
拓
か
れ
た
と
言
え
る
。
「
家
凝
集
型
」
村
落
に

つ
い
て
は
、
磯
田
の
「
家
格
制
」
村
落
や
福
武
直
の
「
同
族
型
」

「
講
組
型
」
村
落
の
な
か
に
川
島
は
そ
の
実
態
を
見
い
だ
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
川
島
が
新
し
い
村
落
の
「
型
」
を
提
唱
す
る
と
き
に
は

「
家
拡
散
型
」
村
落
に
そ
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
誤
解
を
恐

れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
磯
田
は
同
族
制
や
親
分
・
子
分
関
係
な
ど
家

父
長
制
が
高
度
に
展
開
し
て
い
た
村
落
か
ら
出
発
し
て
村
落
の
型
を

提
示
し
た
の
に
対
し
、
川
島
は
家
父
長
制
が
未
成
熟
な
村
落
か
ら
出

（
２
）

発
を
し
て
村
落
の
型
を
提
示
し
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
川
島
は
村

落
類
型
と
は
別
の
平
面
に
お
い
て
「
身
分
階
層
制
」
を
捉
え
よ
う
と

し
た
。
新
し
い
村
落
類
型
を
提
唱
し
た
同
じ
年
（
一
九
五
四
）
に
提

唱
し
た
「
身
分
階
層
制
」
概
念
は
、
磯
田
の
「
家
格
制
」
概
念
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
磯
田
の
概
念
よ
り
は
は
る
か
に
射
程
範
囲

の
広
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
磯
田
の
「
家
格
制
」
は
家
父
長
制
支

配
の
現
象
型
態
の
一
つ
で
あ
る
が
、
身
分
階
層
制
は
必
ず
し
も
家
父

長
制
的
支
配
の
現
象
型
態
と
し
て
展
開
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
川
島

は
、
「
徳
川
封
建
制
は
、
そ
の
支
配
体
制
の
一
貫
と
し
て
す
べ
て
の

村
落
に
、
上
か
ら
の
権
力
の
干
渉
で
、
身
分
階
層
制
を
導
入
し
、
資

産
の
あ
る
者
や
草
分
け
等
の
本
来
比
較
的
上
層
階
層
の
「
顔
」
を

も
っ
て
い
た
者
に
苗
字
帯
刀
を
許
し
た
り
、
貢
納
徴
収
組
織
の
末
端

機
構
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
「
家
格
」
を
与
え
、

「
封
建
的
な
」
身
分
階
層
制
の
編
成
に
努
力
し
た
」
（
「
志
摩
漁
村
の

寝
宿
婚
・
っ
ま
ど
い
婚
」
）
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
川
島
の

認
識
を
通
じ
て
、
「
本
百
姓
」
と
「
水
呑
百
姓
」
、
「
本
家
」
と
「
柄

在
家
」
と
い
う
村
落
構
成
に
基
づ
く
階
層
制
も
「
身
分
階
層
制
」
の

範
晴
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

別
稿
に
お
い
て
展
開
し
た
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

㈲
村
落
共
同
体
の
構
成
単
位
と
し
て
の
工
ｍ
５
訂
壽
「
戦
後
、

私
が
新
し
い
憲
法
体
制
、
そ
う
し
て
特
に
家
族
制
度
の
問
題
に
心
を

奪
わ
れ
て
、
入
会
権
と
い
う
も
の
を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
い
た
」
（
著

作
集
第
八
巻
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
五
四
年
を
境
と
し

て
、
「
家
族
制
度
」
に
関
わ
る
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
川
島
の
問
題

関
心
が
入
会
権
へ
次
第
に
移
行
し
て
い
く
。
こ
の
入
会
権
の
研
究
を

通
じ
て
、
入
会
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
詳
細
な
概
念
付
け
が
行
わ

れ
、
他
方
で
は
一
九
五
五
年
に
発
表
さ
れ
た
大
塚
久
雄
の
共
同
体
理

論
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
村
落
共
同
体
の
な
か
で
の
入
会
権
の
性
格

が
問
題
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
意
識
は
民
主
化
Ⅱ
近
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説
代
化
の
阻
害
要
因
と
し
て
の
家
族
制
度
や
共
同
体
に
向
け
ら
れ
て
い

た
訳
で
は
な
い
。
川
島
が
こ
こ
で
見
て
い
る
も
の
は
高
度
成
長
の
展

叢
開
の
な
か
で
独
占
資
本
を
通
じ
て
侵
害
さ
れ
る
入
会
権
の
姿
で
あ
っ

た
し
、
弱
者
と
し
て
の
入
会
権
者
の
権
利
擁
護
で
あ
っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
村
落
共
同
体
に
対
し
て
の
新

し
い
分
析
枠
組
み
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
六
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
「
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体
」
に
お
け

る
「
形
式
的
平
等
性
」
の
原
理
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
村
落
共
同

体
の
構
成
単
位
と
し
て
函
四
房
冨
岸
「
単
位
家
族
」
を
お
い
た
。
こ

の
国
目
の
冨
岸
は
、
大
塚
久
雄
が
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
（
一
九

五
五
）
で
、
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
に
対
応
す
る
共
同
体
構
成
員
の
類

型
（
人
間
類
型
）
を
「
家
父
長
制
的
小
家
族
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と

と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
川
島
が
家
父
長
制
の
問
題
と
切
り
離
す
形

で
共
同
体
の
構
成
単
位
を
西
国
吊
冨
岸
に
お
い
た
の
は
、
土
地
の
占

取
主
体
の
問
題
と
家
族
構
造
の
パ
タ
ー
ン
と
は
直
接
的
に
は
結
び
付

か
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
の
背
景

に
は
、
川
島
が
こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
家
族
類
型
論
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
家
凝
集
型
Ⅱ
家
父
長
制
の
強
さ
、
家
拡
散
型
Ⅱ
家
父
長
制

の
弱
さ
と
い
う
対
応
は
家
族
集
団
の
内
部
構
造
に
関
わ
る
問
題
で

（
３
）

あ
り
、
家
族
集
団
の
外
枠
を
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
従
い
困
四
吊
冨
岸

と
こ
と
ば
で
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
住
谷
一
彦
が

「
商
品
世
界
・
共
同
体
・
家
族
」
の
な
か
で
「
家
長
権
の
支
配
の
広

狭
・
強
弱
は
分
業
な
ら
び
に
生
産
手
段
の
占
取
度
の
関
連
ば
か
り
で

は
な
く
、
家
族
お
よ
び
親
族
集
団
の
構
造
と
機
能
（
…
）
に
関
す
る
多

面
的
な
研
究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
会
家
族
史

研
究
』
創
刊
号
、
四
八
頁
）
と
論
じ
た
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。

川
島
が
村
落
共
同
体
の
構
成
主
体
と
し
て
捉
え
た
西
目
切
言
岸
は
、

村
落
の
な
か
で
一
軒
前
と
し
て
承
認
さ
れ
た
家
で
あ
り
、
経
営
の
単

位
と
し
て
の
家
で
あ
る
。
家
畠
四
扁
冨
ど
の
内
部
に
お
け
る
家

父
長
制
の
強
弱
や
家
構
成
員
の
な
か
に
非
血
縁
者
が
含
ま
れ
て
い
る

か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
家
構
成
員
が
ど
の
よ
う
に
居
住
す
る
か
は

（
た
と
え
ば
大
間
知
篤
三
の
い
う
家
の
複
世
帯
制
）
こ
こ
で
は
問
題

で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
家
は
、
村
落
共
同
体
の
な
か
で
．
軒
前
と

し
て
承
認
さ
れ
た
家
」
、
す
な
わ
ち
社
会
学
の
な
か
で
「
株
と
し
て

の
家
」
と
認
識
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

回
自
治
組
織
と
し
て
の
共
同
体
と
入
会
権
村
落
共
同
体
の

構
成
単
位
と
し
て
の
国
国
吊
言
再
は
、
共
同
体
の
構
成
主
体
を
外
枠

に
お
い
て
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
村
落
共
同
体
の
通
文
化
的
な
比
較

を
行
う
た
め
の
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

私
の
問
題
点
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
。
川
島
は
、
入
会
権
の
擁
護
を
通
じ
て
、
村
落
共
同
体
の
厳
密

に
は
入
会
集
団
の
利
益
を
護
り
、
そ
の
構
成
単
位
で
あ
る
家
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（
西
国
吊
冨
こ
の
利
益
を
護
っ
た
。
明
治
以
降
の
地
方
制
度
の
特
殊

、
、
、
、
、
、
、

な
発
展
の
な
か
で
私
有
財
産
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
入
会
権
が
、

近
代
法
に
お
い
て
も
権
利
と
し
て
護
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
め
な
が
ら
も
、
結
果
的
に
は
近
代
化
Ⅱ
民
主
化
の
な
か
で
は
否

定
さ
れ
た
は
ず
の
八
共
同
体
Ｖ
と
八
家
Ｖ
が
温
存
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
長
い

間
私
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
き

た
い
。
川
島
が
近
代
化
Ⅱ
民
主
化
の
な
か
で
克
服
す
べ
き
対
象
と
し

た
家
族
制
度
は
こ
こ
で
い
う
八
家
Ｖ
と
同
じ
で
は
な
く
、
「
家
的
家

、
、
、
、
、
、

父
長
制
」
（
川
島
の
用
語
）
で
あ
り
、
家
の
家
父
長
制
あ
る
い
は
家

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

父
長
制
的
な
性
格
を
も
つ
八
身
分
階
層
制
Ｖ
が
克
服
す
べ
き
対
象
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
高
度
成
長
の
展
開
と
と
も
に
解
体
を

し
て
い
っ
た
。
「
家
格
型
村
落
」
に
お
い
て
も
家
格
制
の
解
体
と
と

も
に
、
川
島
の
い
う
「
形
式
的
平
等
性
」
の
原
理
が
、
観
念
的
な
資

格
の
平
等
性
で
は
な
く
、
権
利
の
平
等
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
農
業
生
産
も
入
会
地
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
入
会
地
は
次
第
に
入
会
集
団
の
八
純
粋
な
Ｖ
私
有
財
産
と

し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
入
会
集
団
（
村
落
共
同
体
）
が
私

有
財
産
を
担
う
「
私
的
な
」
集
団
で
あ
る
が
故
に
、
入
会
財
産
が
集

団
構
成
員
の
自
治
的
な
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
入
会
財
産
だ
け
で
は
な
く
、
祭
り
や
年
中
行
事
の
維
持
に
っ

い
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
川
島
は
《
「
全
国
民
の
幸
福
の
た
め
に

今
後
の
入
会
地
の
あ
り
方
を
真
剣
に
考
え
る
」
（
著
作
集
八
巻
、
三

三
八
頁
）
必
要
性
を
訴
え
た
。
私
た
ち
は
、
こ
の
入
会
集
団
（
地
域

共
同
体
）
の
な
か
に
自
治
組
織
と
し
て
展
開
す
る
新
た
な
段
階
の
共

同
組
織
を
見
い
だ
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
１
）
近
く
刊
行
さ
れ
る
石
川
栄
吉
・
江
守
五
夫
・
門
脇
禎
二
・
住
谷
一
彦
・

村
武
精
一
の
諸
先
生
を
中
心
と
し
た
座
談
会
を
ま
と
め
た
「
日
本
の
共
同
体

と
家
族
－
比
較
の
観
点
か
ら
（
仮
題
こ
（
新
曜
社
）
に
収
め
ら
れ
る
予
定
で

あ
る
。

（
２
）
「
家
拡
散
型
」
と
い
う
分
析
概
念
は
現
実
の
村
落
の
分
析
に
お
い
て
有

効
で
は
あ
っ
た
が
、
住
谷
一
彦
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
社
会
（
組

織
化
）
原
理
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
江
守
五
夫
が
村
落
の
類
型

と
し
て
「
同
族
制
村
落
」
と
「
年
齢
階
梯
制
村
落
」
を
提
唱
す
る
と
き
に
は
、

岡
正
雄
の
民
族
Ⅱ
文
化
系
統
論
と
法
社
会
学
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
た
磯

田
・
川
島
の
村
落
類
型
論
を
統
合
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も

忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
３
）
こ
の
よ
う
な
川
島
の
理
解
の
背
景
を
考
え
る
と
き
、
も
う
一
つ
別
の
問

題
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
川
島
の
「
家
族
制
度
」

を
「
家
」
と
家
父
長
制
の
二
つ
の
要
素
が
離
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
家

族
秩
序
と
規
定
す
る
（
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
族
制
度
上
著
作
集

十
巻
、
二
○
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
明
治
民
法
に
お
け
る
「
戸
主
権

に
統
率
さ
れ
る
家
」
と
い
う
理
解
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
と
り

あ
え
ず
家
父
長
制
の
問
題
と
「
家
」
を
分
離
し
て
考
え
る
視
点
を
含
ん
で
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
も
り
。
け
ん
じ
シ
オ
ン
短
期
大
学
教
授
）
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こ
ま
ず
前
半
部
分
の
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

和
田
安
弘
著

序
章
で
は
、
「
事
実
と
し
て
あ
る
社
会
関
係
が
当
為
と
し
て
の
法

『
法
と
紛
争
の
社
会
学

関
係
に
翻
訳
さ
れ
る
過
程
を
、
そ
の
仕
組
み
（
法
制
度
、
法
機
構
、

ｌ
法
社
会
学
入
門
』
法
的
組
織
）
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
学
問
」
と

（
世
界
思
想
社
。
一
九
九
四
年
九
月
刊
）
し
て
の
法
社
会
学
の
意
味
が
、
主
と
し
て
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
社
会

学
の
生
成
と
そ
の
後
の
影
響
を
歴
史
的
に
た
ど
り
な
が
ら
明
ら
か
に

佐
藤
岩
夫

さ
れ
て
い
る
。

一
本
書
は
、
そ
の
表
題
と
副
題
の
組
合
わ
せ
が
し
め
す
よ
う
に
、
第
一
部
「
社
会
学
基
礎
理
論
へ
の
招
待
」
の
ね
ら
い
は
社
会
学
的

「
社
会
学
と
い
う
視
角
か
ら
法
と
紛
争
に
つ
い
て
語
る
」
理
論
書
で
な
も
の
の
見
方
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
章
「
日
常

あ
る
と
同
時
に
、
「
法
社
会
学
へ
の
一
つ
の
入
口
を
示
す
も
の
で
あ
の
中
の
社
会
学
・
初
級
編
」
で
は
、
社
会
学
の
と
る
考
え
方
の
筋
道

り
、
そ
の
意
味
で
一
つ
の
法
社
会
学
入
門
」
で
も
あ
る
と
い
う
二
つ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
社
会
学
の
中
心
問
題
で
あ
る
社
会
と
個

の
性
格
を
も
っ
て
い
る
（
三
頁
）
。
こ
れ
を
本
書
の
構
成
に
即
し
て
人
の
相
互
規
定
的
な
位
置
づ
け
が
説
明
さ
れ
る
。
軽
快
な
タ
ッ
チ
の

み
れ
ば
、
本
書
の
前
半
部
分
で
あ
る
序
章
「
法
社
会
学
と
は
ど
ん
な
文
章
の
な
か
に
、
「
自
己
」
「
他
者
」
「
社
会
統
制
」
「
制
度
」
「
ル
ー

学
問
か
」
お
よ
び
第
一
部
「
社
会
学
基
礎
理
論
へ
の
招
待
」
（
第
一
ル
」
「
社
会
化
」
「
役
割
」
「
地
位
」
な
ど
の
社
会
学
の
基
礎
概
念
が

章
か
ら
第
三
章
）
で
は
法
社
会
学
入
門
と
し
て
の
性
格
が
よ
り
強
く
さ
り
げ
な
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
「
同
。
応
用
編
」
で
は
、

現
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
後
半
部
分
の
第
二
部
「
法
と
紛
争
へ
社
会
学
的
視
角
か
ら
法
を
と
ら
え
直
す
こ
と
を
主
題
に
、
ヴ
ェ
ー

の
社
会
学
的
接
近
」
（
第
四
章
・
第
五
章
）
は
、
紛
争
処
理
過
程
の
バ
ー
、
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
、
ハ
ー
ト
ら
の
法
理
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

動
態
に
素
材
を
求
め
た
理
論
的
分
析
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
法
と
紛
争
と
は
一
元
的
に
把
握
さ
れ
う
る
現
象
で
あ
る
」

「
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
△
日
？
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
↓
Ｂ
ｏ
Ｉ
“
■
、
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
・
・
・
１
０
０
１
０
０
１
１
１
１
１
０
０
１
１
１
１
０
０
０
１
１
１
１
０
１
１
１
１
１
１
０
０
０
△
０
１
↓
■
ロ
－
０
０
０
１
．
■
０
０
０
１
．
口
．
１
０
．
０
０
．
■
．
０
１
１
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
↑
。
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