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改
丁は

じ
め
に

本
書
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対

す
る
レ
イ
シ
ズ
ム
の
研
究
：
現
代
的
レ
イ
シ
ズ
ム
理
論
に
着
目
し
て
」
に
加
筆
修
正
を
加
え
学
術
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
に
は
二
〇
〇
万
人
を
超
え
る
外
国
籍
住
民
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
平
和
に
生
活
を
営
め
る
か
否
か
は
、

制
度
的
な
差
別
を
解
消
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
日
本
人
住
民
が
寛
容
な
態

度
を
醸
成
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
多
く
を
依
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
中
心
に
、
在
日
外
国
人
、
と
く
に
在
日
コ
リ
ア
ン
に

対
す
る
差
別
的
な
言
説
が
盛
ん
に
流
布
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
糾
合
し
街
頭
で
の
排
外
デ
モ
を
組
織
す
る

団
体
の
活
動
も
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
差
別
的
な
言
説
の
内
容
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
レ
イ
シ
ズ
ム
の
構
造

と
性
質
を
定
量
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
に
掲
載
し
た
研
究
の
最
も
古
い
も
の
は
二
〇
〇
八
年
秋
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
、
表
立
っ
て
は

“
韓
流
ブ
ー
ム
”
に
よ
り
（
在
日
コ
リ
ア
ン
も
含
め
た
）
コ
リ
ア
ン
と
の
友
好
的
な
ム
ー
ド
が
形
成
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
差
別
的
な
言
説
が
す
で
に
大
き
な
う
ね
り
を
な
し
て
い
た
。
の
ち
に
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京
都
朝
鮮
学
校
襲
撃
事
件
を
起
こ
し
、
構
成
員
が
刑
事
裁
判
で
有
罪

判
決
を
、
民
事
裁
判
で
は
多
額
の
賠
償
命
令
を
受
け
た
悪
名
高
い

“
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
”
が
発
足
し
た
の
は
、
そ
の
前

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
差
別
・
偏
見
は
決
し
て
新
し
い
問
題
で
は
な

い
。
戦
後
ま
も
な
く
行
わ
れ
た
調
査
に
お
い
て
も
、
コ
リ
ア
ン
に
向

け
ら
れ
る
日
本
人
の
視
線
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
一

九
五
〇
年
代
の
終
わ
り
に
お
い
て
も
そ
の
状
況
は
変
化
し
な
か
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
視
線
が
解
消
さ
れ
た
時
代
も
お
そ
ら
く
存
在

し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
九
八
〇
年
に
生
ま
れ
た
私
が
在
日
コ
リ

ア
ン
を
巡
る
問
題
に
対
す
る
関
心
を
抱
い
た
の
は
、“
高
史
明
”
と

い
う
名
前
が
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

た
め
に
子
ど
も
の
頃
に
繰
り
返
し
投
げ
か
け
ら
れ
た
差
別
的
な
言
葉

が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
差
別
・
偏
見
は
、
多

く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
目
に
入
ら
な
い
、
と
っ
く
の
昔
に
解
決
さ

れ
た
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
コ
リ
ア
ン
と
し
て
日
本
で
生
き
る

人
々
（
そ
れ
に
、
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
者
）

に
と
っ
て
は
、
現
に
そ
こ
に
あ
る
問
題
だ
っ
た
の
だ
。

2013 年 3 月 31 日　――　新大久保にて，排外主義団体のデモ
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し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
あ
る
時
期
ま
で
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
露
骨
に
侮
辱
的
な
言
及
を
行
う
こ

と
は
“
行
儀
が
悪
い
”
も
の
で
あ
る
と
い
う
社
会
規
範
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
理
性
的
な
、

基
本
的
な
教
育
を
終
え
た
大
人
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
暗
黙
の
、
と
き
に
明
示
的
な
、
了
解

が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
（
そ
の
規
範
が
し
ば
し
ば
、“
面
倒
な
こ
と
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
か
ら
”
在
日
コ
リ
ア
ン
に
言

及
す
る
こ
と
自
体
を
極
端
に
避
け
る
と
い
う
形
で
守
ら
れ
る
も
の
で
、
好
ま
し
い
集
団
間
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
し
て
も
）。

そ
う
し
た
社
会
規
範
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
今
で
は
完
全
に
崩
壊
し
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
二

〇
一
五
年
の
現
在
、
政
治
家
や
学
者
、
芸
能
人
な
ど
の
著
名
人
が
、
在
日
コ
リ
ア
ン
や
、
あ
る
い
は
コ
リ
ア
ン
一
般
に
つ

い
て
、
衆
人
環
視
の
中
で
差
別
的
な
発
言
を
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
な
振
る
舞

い
が
社
会
的
な
罰
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
私
事
で
は
あ
る
が
、
友
人
や
他
の
大
学
教
員
の
口
か
ら
差
別

的
な
言
葉
を
聞
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

本
書
は
、
目
下
進
行
中
の
こ
の
状
況
を
理
解
す
る
た
め
の
社
会
心
理
学
的
な
研
究
の
嚆
矢
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書

は
、
過
去
に
存
在
し
今
で
は
解
消
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
の
本
で
も
、
最
近
に
な
っ
て
突
如
出
現
し
た
真
新
し
い
問
題
に

つ
い
て
の
本
で
も
な
く
、
古
く
て
新
し
い
問
題
に
つ
い
て
の
本
で
あ
る
。
も
し
仮
に
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
す
る
レ
イ
シ
ズ

ム
が
完
全
に
真
新
し
い
問
題
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日
の
そ
れ
の
よ
う
に
激
し
く
噴
出
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
集
団
へ
の
敵
意
が
噴
出
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
育
つ
土
壌
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
例
え
ば

何
者
か
が
“
バ
ッ
ハ
好
き
”
に
対
す
る
偏
見
と
差
別
を
広
め
よ
う
と
い
う
組
織
的
で
大
規
模
な
活
動
を
行
な
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
試
み
が
う
ま
く
い
く
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
と
は
異
な
り
、“
バ
ッ
ハ
好
き
”
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は
そ
も
そ
も
に
お
い
て
蔑
視
さ
れ
て
も
お
ら
ず
敵
意
を
向
け
ら
れ
て
も
い
な
い
た
め
、
完
全
に
新
し
く
敵
意
を
植
え
つ
け

育
て
る
の
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
進
行
し
て
い
る
こ
と
は
過
去
の
単
な
る
反
復
で
も
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
と
く
に
掲
示
板

やT
w

itter
の
よ
う
に
個
々
人
が
情
報
を
発
信
で
き
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
隆
盛
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
本
書
に
収
め
た
研
究
は
経
時
的
な
変
化
に
つ
い
て
の
分
析
を
許
す
も
の
で
は
な
い
が
、
出
版
に
先
立
つ
数
年
間
を

切
り
取
っ
た
も
の
と
し
て
、
有
益
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
収
め
た
研
究
に
共
通
す
る
枠
組
み
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
黒
人
に
対
す
る
レ
イ
シ
ズ
ム
の
研
究
か
ら
生
ま
れ
た
、

“
新
し
い
種
類
の
レ
イ
シ
ズ
ム
”
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
は
、“
黒
人
に
対
す
る
差
別
は
す
で
に
解
消
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
努
力
不
足
の
責
任
を
差
別
に
転
嫁
し
て
抗
議
し
、
不
当
な
特
権
を
得
て
い

る
”
と
す
る
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
現
在
日
本
で
ま
こ
と
し
や
か
に
流
さ
れ
る
“
在
日
特
権
”
言
説
の
兄

で
あ
る
か
の
よ
う
な
こ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
言
説
が
レ
イ
シ
ズ
ム
の
単
な
る
付
随
物
で
は
な

く
そ
れ
自
体
が
レ
イ
シ
ズ
ム
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
分
析
の
中
心
に
据
え
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

ま
た
、
個
々
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
特
殊
の
存
在
で
あ
っ
て
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
交
換
可
能
な
存
在
で
は
な
い
と
し
て
も
、

彼
ら
に
向
け
ら
れ
る
視
線
に
は
多
く
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
も
教
え
て
く
れ
た
。

そ
の
一
方
で
、
分
析
を
進
め
る
中
で
、“
在
日
コ
リ
ア
ン
は
日
本
人
よ
り
劣
っ
て
い
る
”
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
“
古

い
種
類
の
レ
イ
シ
ズ
ム
”
の
影
響
力
が
今
な
お
軽
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
書
に
収
め

た
研
究
は
、
こ
の
新
旧
二
つ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
の
分
析
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。

本
書
に
収
め
た
研
究
に
は
、
大
別
す
る
と
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、T

w
itter

上
で
の
投
稿
を
収
集
し
、
分
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析
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
現
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
言
説
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
差
別
的
な
言
説
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
は
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
数
字
で
裏
付
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

ど
の
よ
う
な
内
容
の
情
報
が
投
稿
さ
れ
て
い
る
の
か
、

デ
ー
タ
を
用
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

も
う
一
つ
は
、
質
問
紙
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、T

w
itter

の
分
析
か
ら
は
明
ら
か
に
は
で
き

な
い
点
に
つ
い
て
、
詳
細
な
分
析
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
を
分
離
す
る
こ
と
は
妥
当
か
と
い
っ
た

基
本
的
な
疑
問
に
答
え
る
だ
け
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
レ
イ
シ
ズ
ム
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

と
か
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
用
と
レ
イ
シ
ズ
ム
が
関
連
し
て
い
る
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か
？

と
い
っ
た
疑
問
に
答
え
る

も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
の
基
礎
的
な
部
分
は
二
〇
一
三
年
末
か
ら
二
〇
一
四
年
に
執
筆
し
た
博
士
論
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

公
刊
に
あ
た
り
、
新
し
い
統
計
や
デ
ー
タ
を
記
載
す
べ
き
部
分
に
つ
い
て
は
極
力
最
新
の
も
の
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

第
2
章
第
2
節
（
2—

2
）
は
博
士
論
文
に
は
掲
載
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
書
の
位
置
づ
け
は
学
術
書
で
あ
り
、
と
く
に
社
会
心
理
学
者
や
社
会
学
者
、
学
生
の
方
が
参
照
し
て
今
後

の
研
究
に
役
立
て
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
在
日
コ
リ
ア
ン
へ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
と
い
う
、
目

下
社
会
的
な
関
心
が
大
き
い
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
一
般
の
読
者
が
手
に
す
る
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
読

者
の
方
に
向
け
て
、
以
下
の
点
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

実
際
に
デ
ー
タ
を
取
得
し
て
分
析
し
た
第
2
章
か
ら
第
5
章
の
各
節
の
冒
頭
に
は
、
そ
の
研
究
で
何
を
行
う
の
か
の
簡

潔
な
概
要
を
加
筆
し
た
。
ま
ず
こ
の
部
分
に
目
を
通
し
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
に
進
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
そ
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の
際
に
各
節
の
基
本
的
な
構
成
を
知
っ
て
お
く
と
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
各
節
は
実
証
的
研
究
論
文
の
慣
例
に
な
ら
い
、
通

常
、“
問
題
と
目
的
”“
方
法
”“
結
果
”“
考
察
”
の
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
な
っ
て
い
る
。“
問
題
と
目
的
”
セ
ク
シ

ョ
ン
で
は
、
先
行
研
究
や
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
研
究
で
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
が
述

べ
ら
れ
る
。“
方
法
”
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
具
体
的
な
デ
ー
タ
の
取
得
方
法
（
調
査
へ
の
参
加
者
や
質
問
項
目
な
ど
）
が
、“
結

果
”
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
分
析
に
用
い
た
統
計
的
手
法
や
そ
の
結
果
が
記
載
さ
れ
る
。
最
後
に
“
考
察
”
セ
ク
シ
ョ
ン
で
、

結
果
の
解
釈
や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
そ
の
研
究
の
意
義
、
今
後
の
展
望
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、“
方

法
”“
結
果
”
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
専
門
家
に
向
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
の
読
者
の
方
に
と
っ
て
は
あ

ま
り
有
益
で
は
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
流
し
気
味
に
読
ん
で
い
た
だ
き
、“
考
察
”
を
読
み
な
が
ら
疑
問
が
生
じ
た
と
き

に
振
り
返
っ
て
も
ら
う
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、“
結
果
”
セ
ク
シ
ョ
ン
に
記
載
さ
れ
て
い
る
図
表
は
、“
考
察
”

を
理
解
す
る
上
で
大
き
な
助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、“
結
果
と
考
察
”
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
セ
ク
シ
ョ
ン

に
関
し
て
は
、“
結
果
”
と
“
考
察
”
を
行
き
来
し
、
考
察
を
加
え
な
が
ら
新
し
い
分
析
を
行
う
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

一
般
の
方
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
少
難
解
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
に
各
節
末
尾
の
“
研
究
の
ま
と

め
”
に
目
を
通
し
た
う
え
で
、
期
待
し
て
読
み
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。


