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拙
著
『
パ
ー
ス
の
記
号
学
』
の
出
版
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
年
五
月
）
か
ら
今
年
で
二
十
六
年
が
経
ち
ま
し
た
。

幸
い
、
こ
の
本
は
初
版
が
三
ヵ
月
で
売
り
切
れ
て
、
同
じ
年
の
十
月
に
二
刷
目
が
、
翌
年
に
は
三
刷
が
出
る
と
い

う
ふ
う
に
版
を
重
ね
、
昨
年
十
刷
目
が
出
ま
し
て
、
い
ま
な
お
こ
の
本
を
読
ん
で
下
さ
る
読
者
が
お
ら
れ
る
よ
う

で
す
。
こ
の
本
の
出
版
後
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
私
と
は
専
門
分
野
が
ま
っ
た
く
違
う
人
工
知
能
の
研
究
者
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
諸
学
会
や
研
究
機
関
（
日
本
情
報
処
理
学
会
、
日
本
フ
ァ
ジ
ー
学
会
、

日
本
人
工
知
能
学
会
、
日
本
創
造
学
会
、
富
士
通
国
際
情
報
社
会
科
学
研
究
所
、
国
際
フ
ァ
ジ
ー
工
学
研
究
所
、
社
会
経

済
生
産
性
本
部
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
な
ど
）
か
ら
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
依
頼
が
あ
り
、
は
じ
め
は
戸
惑
い
を

感
じ
な
が
ら
、
そ
し
て
い
ま
な
お
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
私
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
十

分
に
は
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
、
お
付
き
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
の
ほ
う
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン

テ
ィ
ス
ト
た
ち
か
ら
多
々
学
び
ま
し
た
。
い
ま
述
べ
た
諸
学
会
、
研
究
会
で
行
っ
た
私
の
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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の
テ
ー
マ
は
記
号
論
的
認
識
理
論
、
推
論
の
理
論
（
と
く
に
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
理
論
）、
哲
学
と
フ
ァ
ジ
ィ
ネ
ス
、

創
造
性
の
問
題
、
言
語
理
解
の
問
題
、
常
識
知
の
問
題
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は

私
が
と
く
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
い
ま
述
べ
た
諸
学
会
や
研
究
会
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
と

お
し
て
、
私
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
関
心
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
む
し
ろ
私
の
ほ
う
が
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
か
ら
学
ぶ
も
の
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
諸
学
会
や
研
究

会
に
私
を
招
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
と
交
わ
る
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
方
々
に
厚

く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
諸
学
会
や
研
究
会
で
私
が
行
っ
た
講
演
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ

る
と
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
い
く
つ
か
の
要
点
を
ご
く
簡
単
に
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
す
。

⑴
記
号
と
は
何
ら
か
の
意
味
を
い
い
表
わ
す
あ
ら
ゆ
る
表
現
体
を
意
味
し
、
外
界
の
対
象
は
す
べ
て
そ
の
対
象
を

認
識
す
る
者
に
対
し
て
つ
ね
に
何
ら
か
の
表
意
体
あ
る
い
は
記
号
と
し
て
現
わ
れ
る
と
考
え
る
の
が
、
拙
著
『
パ

ー
ス
の
記
号
学
』
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
あ
る
人
工
知
能
の
研
究
者
も
い
う
よ
う
に
、
つ
ま
り
「
外
界
の
対

象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
い
て
は
、
記
号
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
る
」（
コ
ラ
ー
ズ
、
ス
マ
イ
ズ
）
と
い
う
こ

と
で
す
。
い
い
か
え
る
と
、
人
間
の
認
識
思
考
は
本
質
的
に
記
号
過
程
で
あ
り
、
あ
る
い
は
記
号
処
理
過
程
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
記
号
の
考
え
方
（
記
号
論
的
観
点
）
に
立
ち
ま
す
と
、
伝
統
的
な
哲
学
の
認

識
論
（epistem

ology

）
と
は
違
う
、
新
た
な
認
識
ま
た
は
認
知
の
理
論
と
い
う
も
の
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
⑵
人
間
の
認
識
思
考
は
記
号
過
程
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
記
号
過
程
と
い
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う
の
は
複
雑
多
様
な
意
味
の
世
界
を
把
握
し
認
識
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
思
考
の

す
ぐ
れ
た
特
性
は
曖
昧
な
も
の
、
フ
ァ
ジ
ィ
ー
な
も
の
、
不
明
瞭
な
意
味
を
理
解
し
、
あ
る
い
は
複
雑
で
不
確
実

な
状
況
に
つ
い
て
思
考
し
そ
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
記
号
の
曖
昧
性
に
関
し
て
、
パ
ー
ス
も
、
記
号
（
言
語
記
号
も
含
め
て
）
は
そ
の
広
さ
（
外

延
）
と
深
さ
（
内
包
）
の
程
度
に
差
は
あ
れ
、
す
べ
て
「
一
般
的
な
も
の
」
を
い
い
表
わ
す
も
の
で
、
つ
ま
り
記

号
の
意
味
は
「
一
般
性
（generality

）」
の
特
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
一
般
性
は
そ
の
程
度
に
違
い

は
あ
れ
、
基
本
的
に
曖
昧
（vague

）
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
記
号
は
本
質
的
に
曖
昧
で
あ
る
、
と
論
じ
て

い
ま
す
（J. B

uchler, Charles Peirce ’s E
m

piricism
, p.25

）。

　
た
と
え
ば
日
常
言
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
言
語
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
批
判
し
た
拙

論
「
反
デ
カ
ル
ト
主
義
的
論
考
」
の
な
か
で
、
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
（
付
章
、
二
二
〇
頁
）。「
デ

カ
ル
ト
の
二
元
論
が
精
神
と
物
体
の
完
全
な
分
離
独
立
を
説
く
の
は
、
精
神
を
あ
ら
ゆ
る
物
体
的
身
体
的
作
用
か

ら
引
き
離
し
、
精
神
を
い
っ
さ
い
の
物
質
的
な
も
の
か
ら
純
化
し
て
、
純
粋
な
精
神
の
明
証
的
な
理
性
的
認
識
を

達
成
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
日
常
言
語
に
は
、
こ
の
二
元
論
の
理
念
と
要
請
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
、
も
う

一
つ
の
重
要
な
特
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
日
常
言
語
の
意
味
や
観
念
は
本
質
的
に
曖
昧
で
不
確
実
な
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
の
曖
昧
性
や
不
確
実
性
は
一
般
に
は
言
葉
の
欠
陥
と
し
て
の
み
考
え
ら

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
言
葉
に
対
す
る
偏
見
で
あ
り
、
間
違
っ
た
見
方
で
あ
る
。
確
か
に
、
言
葉
の

使
い
方
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
い
は
言
葉
が
使
わ
れ
る
文
脈
や
状
況
に
よ
っ
て
は
、
言
葉
の
曖
昧
さ
が
欠
陥
と
な
り
、
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大
い
に
障
害
と
な
る
場
合
は
多
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
日
常
言
語
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
日
常
言
語
の
理
解
と
使
用
に
は
、
ま
さ
に
曖
昧
さ
（
一
般
性
、
多
義
性
、
比
喩
、
日
常
的
生
活
世
界
の
際

限
の
な
い
文
脈
に
お
け
る
意
味
の
転
調
な
ど
）
を
認
識
し
う
る
能
力
、
日
常
的
生
に
お
け
る
複
雑
多
様
な
、
不
確
実

な
状
況
に
応
じ
た
、
い
わ
ば
曖
昧
認
識
・
曖
昧
思
考
を
行
い
う
る
能
力
こ
そ
、
不
可
欠
で
あ
り
、
本
質
的
な
も
の

で
あ
る
」。
ち
な
み
に
、
世
界
と
人
間
の
フ
ァ
ジ
ィ
ネ
ス
を
誰
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の
哲
学
者
た
ち
が
フ

ア
ジ
ィ
ネ
ス
の
本
質
を
問
お
う
と
せ
ず
、
逆
に
確
実
性
と
明
証
性
を
理
念
と
し
探
究
し
て
き
た
の
に
対
し
、
一
方
、

精
密
科
学
者
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
は
世
界
と
人
間
の
フ
ァ
ジ
ィ
ネ
ス
が
よ
く
み

え
て
、
フ
ァ
ジ
ィ
ネ
ス
の
本
質
を
追
求
し
て
い
る
、
と
い
う
の
は
甚
だ
対
照
的
で
、
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　
⑶
思
考
・
推
論
の
論
理
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
、
あ
る
い
は
科
学
的
探
究
に
お
い
て
も
、

演
繹
的
に
の
み
思
考
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
厳
密
な
記
号
論
理
の
方
法
と
体
系
に
し
た
が
っ
て
推
論

を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
の
人
間
の
思
考
に
お
い
て
は
む
し

ろ
、
Ｍ
・
ヘ
ッ
セ
が
い
う
よ
う
に
、「
前
提
か
ら
結
論
に
い
た
る
合
理
的
な
ス
テ
ッ
プ
は
通
常
は
非
─論
証
的

（non-dem
onstrative

）
で
、
つ
ま
り
帰
納
的
、
仮
説
的
、
類
推
的
思
惟
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
の
で
す
。
現
代

の
論
理
学
は
論
理
の
数
学
化
に
よ
っ
て
大
き
な
発
展
を
遂
げ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
二
十
世
紀
の
知
的
革
命
の
一
つ
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
論
理
学
者
た
ち
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
論
理
の
数
学
化
に
の
み
向
け
ら
れ
て
き
た
た
め

に
、
論
理
学
は
ま
す
ま
す
現
実
の
人
間
の
思
考
の
論
理
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
は
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
の
が
私
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
の
疑
念
で
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す
。
⑷
人
間
が
行
う
推
論
に
は
「
厳
密
な
推
論
（rigorous inference

）」
と
「
厳
密
で
な
い
推
論
（non-rigor-

ous inference

）」
が
あ
り
ま
す
が
、
従
来
論
理
学
者
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
「
厳
密
な
推
論
」
の
み
を
論
理
的
な
推

論
と
み
な
し
、「
厳
密
で
な
い
推
論
」（
不
確
実
な
結
論
に
導
く
推
論
）
は
切
り
捨
て
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
人
工

知
能
の
研
究
者
た
ち
は
「
厳
密
な
推
論
」
だ
け
で
な
く
、「
厳
密
で
な
い
推
論
」
も
重
視
し
て
い
て
、
と
り
わ
け

人
間
の
創
造
的
思
考
に
関
心
を
も
つ
人
工
知
能
論
者
た
ち
は
む
し
ろ
「
厳
密
で
な
い
推
論
」
に
人
間
の
推
論
の
特

質
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
私
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
も
っ
て
い
ま
し

て
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
私
が
注
目
し
た
の
が
パ
ー
ス
の
演
繹
・
帰
納
・
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
三
分
法
の
推
論
の

概
念
で
あ
り
、
と
り
わ
け
創
造
的
思
考
、
科
学
的
発
見
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
ア
ブ
ダ

ク
シ
ョ
ン
で
す
。

　
本
書
『
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
─
─
仮
説
と
発
見
の
論
理
』
は
、
ア
メ
リ
カ
の
論
理
学
者
・
科
学
哲
学
者
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
パ
ー
ス
（Charles Sanders Peirce,
一
八
三
九
～
一
九
一
四
）
が
提
唱
し
て
い
る
「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（ab-

duction

）」
ま
た
は
「
リ
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（retroduction

）」
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
推
論
の
概
念
に
関
す
る
研

究
で
す
。
本
書
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
私
は
こ
ん
ど
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
注
意
を
集
中
し
、
も
う
い
ち
ど
『
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
論
文
集
』（Collected Papers of Charles Sanders Peirce,

全
八
巻
。
以
下
、『
論
文

集
』）
を
最
初
か
ら
読
み
直
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
パ
ー
ス
は
演
繹
の
論
理
学
の
形
式
的
体
系
化
に

お
い
て
先
駆
的
な
仕
事
を
し
、
現
代
の
記
号
論
理
学
の
創
設
者
の
一
人
で
も
あ
り
、
か
れ
は
ま
た
、
帰
納
の
論
理

学
に
つ
い
て
も
独
創
的
な
思
想
を
多
作
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
う
え
に
、
か
れ
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
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第
三
の
種
類
の
推
論
の
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
パ
ー
ス
の
幅
広
い
論
理
学
的
思
想
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
を
除
く
と
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
者
や
論
理
学
者
た
ち
に
例
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
、
か
れ

ら
の
思
想
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
論
理
学
的
研
究
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値

す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
本
書
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
パ
ー
ス
の
論
理
学
説
・
哲
学
説
の
た
ん
な
る
解
説
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
が
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
推
論
の
理
論
に
注
目
し
た
の
は
前
著
『
パ
ー
ス
の
記
号
学
』
を
書
い
て
い
る
こ
ろ

か
ら
で
す
が
、
し
か
し
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
い
と
考
え
た
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た

人
工
知
能
の
研
究
者
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
と
交
わ
っ
て
学
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

そ
し
て
本
書
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
私
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
諸
学
会
や
研
究
会
で
行
っ

た
講
演
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
パ
ー
ス
の
著
作
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
し
か
し
多
分
に

私
な
り
の
解
釈
と
考
え
方
を
入
れ
て
、
パ
ー
ス
の
所
説
を
大
幅
に
敷
衍
し
て
論
じ
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た

め
に
、
逆
に
パ
ー
ス
の
思
想
を
曖
昧
に
し
た
り
、
パ
ー
ス
の
真
意
に
反
す
る
す
ぎ
た
解
釈
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い

は
思
わ
ぬ
誤
解
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
せ
つ
に
読
者
の
ご
批
判
、
ご
教
示
を
乞
う
し
だ
い
で
す
。

　
な
お
本
書
の
脚
注
で
は
、
パ
ー
ス
の
『
論
文
集
』
か
ら
の
引
用
は
各
引
用
文
の
末
尾
に
巻
数
と
パ
ラ
グ
ラ
フ
・

ナ
ン
バ
ー
を
示
し
て
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
第
二
巻
の
二
〇
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
（CP:2.208

）
と
記
し
て
あ
り
ま

す
。

　
本
書
へ
の
付
章
と
し
て
二
つ
の
拙
論
を
載
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
反
デ
カ
ル
ト
主
義
的
論
考
─
─
言
語
の
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問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
は
岩
波
講
座
『
現
代
思
想
』
の
第
四
巻
『
言
語
論
的
転
回
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
に

収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
言
語
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
中
心
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
批
判
し
た
も
の

で
す
。
本
書
へ
の
転
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
岩
波
書
店
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。「
常
識
知
に
つ
い
て
」
は
、

私
の
琉
球
大
学
退
官
を
記
念
し
て
編
ま
れ
た
『
米
盛
裕
二
先
生
退
官
記
念
論
集
』
に
私
自
ら
執
筆
し
載
せ
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
論
考
は
直
接
に
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
論
及
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
私
に
と
っ
て

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
そ
の
思
想
的
背
景
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
私
は
と
く
に
わ
が
国
の
著
名
な
科
学
史
家
・
科
学
哲
学
者
伊
東
俊
太
郎
先
生
か
ら

多
々
学
び
ま
し
た
。
伊
東
先
生
は
私
が
拙
著
『
パ
ー
ス
の
記
号
学
』
で
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
論
ず
る
以
前

に
、
す
で
に
「
科
学
的
発
見
の
論
理
─
─
創
造
の
科
学
哲
学
的
考
察
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ

ま
し
て
、
そ
の
な
か
で
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
パ
ー
ス
の
思
想
の
主
要
な
論
点
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
、
と
て
も

わ
か
り
や
す
く
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
伊
東
先
生
の
他
の
ご
著
作
か
ら
も
学
び
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
い
ま

あ
げ
た
論
文
に
よ
っ
て
私
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
拙
著
『
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
─
─

仮
説
と
発
見
の
論
理
』
を
書
く
う
え
で
大
き
な
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
な
お
伊
東
先
生
は
私
の
前
著
『
パ
ー
ス
の

記
号
学
』
に
つ
い
て
と
て
も
好
意
的
な
書
評
を
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
本
書
を
執
筆
中
、
私
は
多
く
の
方
々
の
助
力
を
え
ま
し
た
。
な
か
で
も
琉
球
大
学
在
職
中
、
私
の
か
つ
て
の
同

僚
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
哲
学
学
徒
で
も
あ
る
浜
崎
盛
康
先
生
と
か
つ
て
の
教
え
子
で
も
あ
る
久
高
将
晃
先
生
に
も
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科
学
的
思
考
の
究
極
の
熟
達
が
「
ひ
ら
め
き
」
を
生
む
─
─
新
装
版
に
寄
せ
て



今
井
む
つ
み
（
慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
教
授
）

　
私
は
、
人
間
の
子
ど
も
の
語
彙
と
概
念
の
発
達
過
程
を
研
究
し
て
い
る
。
子
ど
も
が
こ
と
ば
の
意
味
を
覚
え
ら

れ
る
の
は
、「
大
人
が
教
え
た
こ
と
を
子
ど
も
が
暗
記
す
る
か
ら
」
と
考
え
て
い
る
大
人
は
多
い
。
し
か
し
、
子

ど
も
に
わ
か
る
よ
う
に
こ
と
ば
の
意
味
を
教
え
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。「
ウ
サ
ギ
」
の
意
味
を
、
語
彙

を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
子
ど
も
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。「
白
く
て
、
耳
が
長
い
、

赤
い
目
を
し
て
、
毛
が
白
く
て
、
や
わ
ら
か
い
動
物
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
ウ
サ
ギ
」
を
知
ら

な
い
子
ど
も
は
「
赤
い
」「
白
い
」「
や
わ
ら
か
い
」「
動
物
」
と
い
う
こ
と
ば
は
知
ら
な
い
可
能
性
が
高
く
、
説

明
を
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
も
、
こ
と
ば
が
指
す
一
つ
の
対
象
が
わ
か
る
だ
け
で
は
そ
の
こ
と
ば
を
「
わ
か
っ
た
」
こ
と
に
な
ら
な
い
。

「
ウ
サ
ギ
」
と
い
う
音
の
塊
を
目
の
前
の
ウ
サ
ギ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
他
の
ど
の
対
象
に
「
ウ
サ

ギ
」
が
使
え
て
、
ど
の
対
象
に
は
使
え
な
い
か
が
わ
か
ら
な
い
と
「
ウ
サ
ギ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
他
の
状
況
で
使
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