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は
し
が
き

　

本
書
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
学
が
あ
ゆ
ん
だ
道
を
、
日
本
社
会
の
変
動
を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
際
と
く
に
、
戦
後
社
会
学
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
描
き
出
す
た
め
に
、
せ
め
ぎ
あ
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
留
意
し
た
つ
も
り
で

あ
る
。
多
様
な
主
題
や
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
戦
後
日
本
社
会
じ
た
い
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

　

今
日
、
日
本
社
会
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
の
た
だ
中
に
あ
り
、
し
か
も
二
〇
〇
五
年
ご
ろ
か
ら
明
確
に
な
っ
た
よ
う

に
、
人
口
減
少
を
伴
う
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
の
少
子
高
齢
社
会
に
入
っ
て
い
る
。
戦
後
の
高
度
成
長
期
に
実
感
で
き
た

よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
右
肩
上
が
り
の
成
長
を
当
然
視
し
た
時
代
と
は
一
見
し
て
様
相
を
異
に
す
る
社
会
の
出
現
で
あ

る
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
も
著
し
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
に
伴
う
情
報
社
会
化
の
側
面

も
す
ぐ
に
思
い
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
伴
う
日
本
社
会
の
変
化
は
顕
著
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
世
界
は

タ
イ
ム
ラ
グ
を
伴
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
外
国
人
居
住
者
の
増
大
に
よ
っ
て
日
本
社
会
の
多
文
化
状
況
が
語
ら



ii

れ
る
な
か
で
、
日
本
の
伝
統
や
文
化
の
独
自
性
を
論
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
高
齢
社
会
で
は
そ
れ
ま
で
の

社
会
の
あ
ゆ
み
と
と
も
に
生
活
を
営
ん
で
き
た
年
長
世
代
の
人
び
と
の
思
い
も
決
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。

と
り
わ
け
若
い
世
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
社
会
学
と
日
本
社
会
の
あ
ゆ
み
に
馴
染
み
が
な
い
方
も
増
え
つ

つ
あ
る
な
か
で
、
世
代
間
理
解
も
重
要
な
課
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
新
た
な
技
術
革
新
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、
自
然
科

学
が
問
題
に
す
る
環
境
問
題
や
災
害
問
題
で
す
ら
、
社
会
が
そ
れ
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
と
い
っ
た
側
面
を
無
視
し
て

語
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
未
来
を
展
望
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
生
活
を
営
ん
で

き
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
決
し
て
後
ろ
向
き
の
議
論
で
は
な
い
。
む
し
ろ
新
た
な
時
代
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
か
ら

こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
と
社
会
学
の
あ
ゆ
み
を
、
こ
の
段
階
で
再
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
な
作
業
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
日
本
社
会
学
と
日
本
社
会
の
全
体
の
様
相
を
論
じ
る
こ
と
は
本
書
の
よ
う
な
小
著
で

は
難
し
い
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、
家
族
、
農
村
、
都
市
、
企
業
、
階
層
、
教
育
、
宗
教
、
社
会
意
識
、
そ
し
て
社
会
学

理
論
の
あ
ゆ
み
の
九
つ
の
主
題
に
限
定
し
て
、
論
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
方
々
に
執
筆
を
お
願
い
し
た
。
こ
う
し
た
主
題

は
、
日
本
社
会
学
が
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
き
た
領
域
で
も
あ
り
、
同
時
に
日
本
社
会
の
戦
後
の
あ
ゆ
み
を
的
確
に
映

し
出
す
領
域
で
も
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
い
き
な
り
戦
後
か
ら
論
じ
る
の

で
は
な
く
、戦
前
の
社
会
学
に
も
言
及
す
る
よ
う
に
各
執
筆
者
に
お
願
い
し
た
。
戦
前
と
戦
後
の「
断
絶
」と
と
も
に「
連

続
」に
も
着
目
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
に
関
し
て
、
的
確
に
こ
れ
ま
で
日
本
社
会
学
と
日
本
社
会
の
あ
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ゆ
み
の
基
本
を
描
き
出
し
て
い
る
と
編
者
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
本
書
の
刊
行
に
至
る
ま
で
に
は
、
思
い

も
か
け
ず
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
早
い
段
階
で
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
執
筆
者
の
方
々
に
は
、
お
待
ち
い

た
だ
い
た
だ
け
で
な
く
、
何
回
か
追
加
の
執
筆
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
、
た
い
へ
ん
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
各
章
の
主
題
に
よ
っ
て
新
し
い
事
項
を
加
筆
し
や
す
い
章
と
そ
う
で
な
い
章
が
あ
る
。
そ
の
た
め
最

近
に
至
る
ま
で
の
新
し
い
事
項
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
章
と
そ
う
で
な
い
章
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
刊
行
が
大
幅
に
遅
れ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
責
任
は
編
者
に
あ
る
。
心
か
ら
お
詫
び
し
た
い
。
ま
た
、
一
部
の
執
筆
依
頼
者
の
原
稿
が

な
か
な
か
提
出
さ
れ
ず
に
、
執
筆
者
を
差
し
換
え
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。
と
く
に
、
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
で
執
筆
を

お
願
い
し
た
藤
田
弘
夫
氏
は
、
す
ぐ
に
原
稿
を
提
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
に
本
書
の
刊
行
を

み
る
前
に
他
界
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
し
た
い
。
本
書
の
予
告
が
出
て
か
ら
お
待
ち
い
た
だ
い

た
読
者
の
方
々
、
な
ら
び
に
東
信
堂
の
下
田
勝
司
社
長
お
よ
び
編
集
の
向
井
智
央
氏
に
も
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お

詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
編
者
と
し
て
は
、本
書
で
示
さ
れ
た
日
本
社
会
学
と
日
本
社
会
の
戦
後
の
あ
ゆ
み
を
ふ
ま
え
て
、

次
の
時
代
を
切
り
拓
い
て
い
く
た
め
の
跳
躍
台
と
し
て
、
本
書
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　
　
　

�

編　

者　
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