
背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

二
五

は
じ
め
に
　
遺
稿
研
究
・
伝
記
研
究
の
進
展
と
こ
れ
か
ら
の
課
題

本
研
究
は
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
の
思
想
家
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク 

（H
ans B

lum
enberg, 1920 -1996

） 

の
諸
著
作
を
分
析
し
、

「
背
景
」
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
想
が
は
た
し
て
伝
統
的
な
「
哲

学
」
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
彼
自
身
が
そ
も
そ
も
「
哲
学
者
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
問
題

は
ど
こ
ま
で
も
残
る
が
、
本
研
究
の
作
業
は
「
背
景
」
に
関
連
す
る
問
題
系
の
筋
道
を
ひ
と
つ
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
に
取

り
組
む
哲
学
的
意
義
を
積
極
的
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る（

1
）

。

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
想
的
核
心
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
は
最
近
の
研
究
状
況
を
概
観
す
る
か
ぎ
り
も
は
や
放
棄
さ
れ

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
自
身
、「
隠
喩
学
」、「
非
概
念
性
の
理
論
」
あ
る
い
は
「
歴
史
の
現

象
学
」
な
ど
と
い
っ
た
枠
組
み
に
よ
っ
て
自
身
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
て
提
示
し
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
も
彼
の
仕
事
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
適
切
な
概
観
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
疑
い
は
と
り
わ
け
最
近
の
遺
稿
研
究
の
充
実
と
、
そ
れ
に
根
ざ
し
た
い
く
つ
か
の
伝
記
研
究
の
刊
行
に
よ
っ
て
広
く
確
信
へ

と
変
わ
り
つ
つ
あ
る（

2
）

。

下
　
田

　
和

　
宣

背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

― 

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
哲
学
的
問
題
系 

―
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二
六

か
つ
て
は
例
え
ば
シ
ュ
テ
ル
ガ（

3
）

ー
の
よ
う
に
、
初
期
の
隠
喩
学
か
ら
後
期
の
生
活
世
界
論
へ
と
い
う
大
き
な
発
展
史
の
見
取
り
図
を

描
く
こ
と
も
で
き
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
「
人
間
学
」
が
彼
の
多
彩
な
テ
ー
マ
を
持
つ
著
作
を
統

一
的
に
読
み
解
く
鍵
と
し
て
期
待
さ
れ
て
き
た
。
遺
稿
『
人
間
の
記
述
』 （B
eschreibung des M

enschen, 2006

） 

お
よ
び
オ
リ
バ
ー
・

ミ
ュ
ラ（

4
）

ー
に
代
表
さ
れ
る
研
究
の
公
刊
に
よ
っ
て
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
議
論
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ

と
で
「
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
哲
学
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
流
行
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
初
期
論
集 

（SL

） 

の
出
版
や
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の

初
期
研（

5
）

究
に
よ
っ
て
若
き
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
が
「
人
間
学
」
に
回
収
さ
れ
な
い
多
様
な
問
題
系
を
相
手
取
る
よ
う
に
思
考
し
て
い
た

こ
と
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
初
期
に
お
け
る
取
り
組
み
が
後
年
の
著
述
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
果
た

し
て
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
考
を
「
人
間
学
」
と
し
て
一
元
的
に
理
解
す
べ
き
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
〇
二
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
伝
記
研
究
は
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
対
極
的
で
あ
る
。
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ（

6
）

ン
は
そ
の
生
涯
に

沿
い
、
そ
の
つ
ど
の
問
題
を
哲
学
的
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
「
哲
学
的
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
」
を
描
き
出
そ
う
と

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
的
思
考
の
基
軸
と
し
て
の
「
離
散
的
人
間
学
」 （die diskrete 

A
nthropologie

（
7
）

）
で
あ
る
。
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
収
斂
す
る
古
典
的
人
間
学
と
は
異
な
り
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
直
接

自
己
を
表
す
こ
と
の
な
い
「
隠
喩
的
」
な
い
し
「
迂
回
的
」
存
在
者
と
し
て
の
人
間
理
解
の
も
と
で
、
思
考
を
拡
散
さ
せ
つ
つ
人
間
存

在
を
浮
上
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
は
見
る
。

独
自
の
鋳
直
し
を
含
み
つ
つ
も
い
ま
だ
「
人
間
学
」
と
い
う
枠
組
み
を
手
放
す
こ
と
の
な
い
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
し
て
、
ツ
ィ

ル（
8
）

は
そ
う
し
た
既
存
の
枠
組
み
に
あ
て
は
め
る
こ
と
を
積
極
的
に
断
念
す
る
。「
絶
対
的
読
者
」
と
い
う
そ
の
伝
記
研
究
の
タ
イ
ト
ル

が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
本
領
は
そ
の
と
き
ど
き
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
問
題
を
彼
が
引
き
受
け
、
読
み
込

む
と
い
う
一
見
し
て
受
動
的
な
作
業
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
独
自
の
積
極
的
な
「
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
哲
学
」
を
探

し
、
安
易
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
を
求
め
て
い
る
あ
い
だ
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
を
真
の
意
味
で
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
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二
七

か
。
こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
広
範
か
つ
多
量
な
資
料
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
ツ
ィ
ル
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
読
者
に
対
し
て

根
本
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
の
ア
ル
ヒ
ー
フ
に
自
ら
潜
り
遺
稿
の
山
と
格
闘
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
資
料
源
泉
を
引

用
す
る
こ
と
で
提
示
さ
れ
た
ツ
ィ
ル
の
議
論
に
は
相
当
な
説
得
力
が
あ
り
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
研
究
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
到
達
点
で

あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
な
お
さ
ら
、
こ
こ
に
は
新
し
い
問
題
が
生
ま
れ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
た
ち
は
「
ブ
ル
ー

メ
ン
ベ
ル
ク
哲
学
」
を
求
め
ず
に
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
期
待
を
持
た
ず
に
、
そ
れ
で
も
な
お
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
を
読
む
こ
と
は
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
伝
記
研
究
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
ツ
ィ
ル
は
そ
の
問
い
に
対
し
て
積
極
的
な
解
答
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
の
研
究
の
大
き
な
意
義
は
む
し
ろ
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
を
あ
り
て
い
の
レ
ッ
テ
ル
か
ら
解
放
し
、
新
た
な
読
解
の
可
能
性
を

オ
ー
プ
ン
に
し
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
こ
か
ら
先
が
問
題
と
な
る
。

本
研
究
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
新
た
な
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、「
隠
喩
学
」
や
「
人
間
学
」
と
い
っ
た
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ

ル
ク
が
そ
の
つ
ど
提
示
す
る
主
題
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
的
考
察
を
根
底
で
支
え
て
お
り
、

か
つ
そ
の
考
察
の
も
と
で
同
時
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
問
題
群
の
存
在
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
諸
問

題
は
け
っ
し
て
目
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
表
向
き
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
叙
述
を

貫
く
考
察
の
底
流
を
掘
り
当
て
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る（

9
）

。

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
考
を
哲
学
的
な
観
点
か
ら
性
格
づ
け
て
い
る
問
題
群
は
、
け
っ
し
て
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
と
は
い
え
こ
こ

で
は
ひ
と
ま
ず
、「
背
景
」
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
事
柄
の
考
察
に
的
を
絞
り
、
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
五
〇
年
代
後

半
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
「
隠
喩
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
「
背
景
」
問
題
の
所
在
を
見
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
モ
デ

ル
化
を
行
う
隠
喩
使
用
が
思
考
の
背
景
と
な
る
と
い
う
「
背
景
隠
喩
法
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
確
認
す
る
よ
う

に
、
初
期
隠
喩
学
で
は
「
背
景
隠
喩
法
」
の
問
題
は
際
立
っ
た
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
と
く
に
（
皮
肉
な
言
い
方
で
あ
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二
八

る
が
）
前
面
化
す
る
の
は
、
隠
喩
学
の
議
論
が
後
に
人
間
学
や
生
活
世
界
論
と
合
流
す
る
か
た
ち
で
拡
大
し
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
自

身
に
よ
っ
て
「
非
概
念
性
の
理
論
」
と
い
う
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
る
頃
で
あ
る
。

本
研
究
で
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
れ
ら
の
形
成
史
的
発
展
を
、「
背
景
」
問
題
の
深
化
と
し
て
捉
え
て
み
た
い
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
晩
年
に
特
有
の
議
論
展
開
も
、
そ
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ
ず
に
読
み
通
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
改
め
て

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
特
有
の
思
考
が
向
か
う
先
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
す
く
な
く
と
も
本
論
文
は
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
を
提
供

す
る
は
ず
で
あ
る
。

思
考
や
情
念
の
「
背
景
」
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
駆
り
立
て
て
い
る
も
の
。
あ
ら
か
じ
め
言
え
ば
そ
れ
こ
そ
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の

ひ
と
つ
の
根
本
テ
ー
マ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
彼
が
試
み
る
の
は
い
か
な
る
意
味
で
の
形
而
上
学
で
も
超
越
論
で
も
な
い
。
だ

と
す
れ
ば
そ
も
そ
も
「
背
景
」
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。「
背
景
」
を
前
景
化
す
る
こ
と
は
そ
の
背

景
性
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
別
の
方
法
を
要
求
し
、
そ
れ
を
錬

成
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
に
ど
の
よ
う
な
思
考
が
結
実
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
「
背
景
」
が
彼

に
と
っ
て
い
か
な
る
問
題
で
あ
っ
た
の
か
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
章

　
概
念
形
成
の
現
場
へ 

― 
概
念
史
研
究
の
「
補
助
手
段
」
と
し
て
の
隠
喩
学

第
一
節

　
隠
喩
学
の
形
成

こ
の
章
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
「
隠
喩
学
」 （M

etaphorologie

） 

と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
概
観
し
、
そ
こ
で
「
背
景
」
と
い
う
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
隠
喩
に
対
す
る
ブ
ル
ー
メ
ン

ベ
ル
ク
の
着
目
が
、
そ
の
思
想
形
成
の
ど
の
時
点
ま
で
遡
れ
る
か
は
は
っ
き
り
と
確
定
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
た
と
え
ば
、
彼
が
博
士

論
文
（
一
九
四
七
年
）
と
教
授
資
格
申
請
論
文
（
一
九
五
〇
年
）
を
仕
上
げ
た
後
で
発
表
し
た
、「
絶
対
的
な
父
」 （
一
九
五
二
年
）
と



背
景
化
す
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隠
喩
と
隠
喩
使
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の
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景

二
九

い
う
タ
イ
ト
ル
の
新
聞
記
事
に
は
後
に
つ
な
が
る
よ
う
な
着
想
が
す
で
に
見
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
が
父
親
に
宛
て
た
書
簡
を
頼
り
に
、
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
こ
で
「
父
」
と
い
う
言
葉
が
「
現
実
の
父
よ
り
以
上
の
こ
と
を
「
意
味
」
し
う
る
」（SL

 107

）
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
父
な
る
神
」
を
含
意
し
う
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る（

10
）

。

以
下
で
は
初
期
の
隠
喩
学
の
展
開
と
し
て
、
論
文
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」 （
一
九
五
七
年
）、
講
演
「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー

ゼ
」 （
一
九
五
八
年
）、
そ
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
著
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』 （
一
九
六
〇
年
） 

を
扱

う
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
読
解
す
る
に
あ
た
り
ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
「
隠
喩
学
」
に

対
し
て
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
言
語
学
的
隠
喩
論
や
、
斬
新
で
深
い
哲
学
的
隠
喩
解
釈
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
か
ら
と
言
っ
て
、
真
理
の
隠
喩
は
光
で
あ
る
と
彼
が
主
張
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
隠
喩
現
象
そ
の
も
の
に
対
す
る
直
接
的
な
理
論
的
考
察
を
行
う
代
わ
り
に
、
哲
学
や
科
学
の
分

野
に
見
ら
れ
る
隠
喩
使
用
を
歴
史
的
に
記
述
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
と
し
て
も
着
眼
点
の
独
自
性
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
即
座
に
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
を
文
献
学
に
忠
実
な
歴
史
家
と
し
て
読
む
こ
と
に
も
躊
躇
い
が
生
じ
る
。
そ
も
そ
も
隠
喩
史
を
再
構
築
す
る
こ
と
で

彼
は
何
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
基
本
的
な
思
考
ス
タ
イ
ル
を
理
解
す
る
ポ
イ
ン
ト
の

ひ
と
つ
な
の
で
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

論
文
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」 （L

icht als M
etapher der W

ahrheit

） 

は
そ
の
副
題
と
し
て
「
哲
学
的
概
念
形
成
の
前
領
域
に

お
け
る
」 （Im

 Vorfeld der philosophischen B
egriffsbildung

） 
と
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
す
で
に
、
あ
る
い
は
ま
た
論
文
の

冒
頭
で
開
陳
さ
れ
て
い
る
問
題
意
識
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
隠
喩
の

場
所
を
「
概
念
」
な
い
し
「
概
念
論
」 （
術
語
論
、Term

inologie

） 

と
の
関
係
へ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
問
題
設
定
に
よ
れ
ば
、

昨
今
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
概
念
が
濫
立
し
て
お
り
、
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
哲
学
的
概
念
と
は
何
か
を
吟
味
し
そ
の
境

界
画
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
際
に
、
内
在
的
な
概
念
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
非
概
念
的
・
前
概
念
的
領
域
を
も
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三
〇

含
み
込
ん
だ
概
念
の
形
成
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
形
成
に
は
「
神
話
的
諸
変
容
の
広
大
な
領
域
、
多
様
な
形
態
を

持
つ
隠
喩
使
用
に
沈
み
込
ん
で
い
る
形
而
上
学
的
推
測
の
領
野
」 （L

M
 139

） 

が
関
わ
っ
て
い
る
。
概
念
的
思
考
の
形
成
に
関
わ
る
こ

の
「
前
領
域
」 （Vorfeld

） 

を
対
象
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
が
こ
こ
で
構
想
す
る
隠
喩
論
は
、「
哲
学
的
「
隠
喩

学
」」 （L

M
 139f.

） 

と
呼
ば
れ
る
。

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
仕
事
は
、
こ
こ
で
は
真
理
の
概
念
的
把
握
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
真
理
に
関
し
て
使
用
さ
れ
た

隠
喩
を
主
題
化
し
、
真
理
が
と
り
わ
け
「
光
」
表
象
と
い
か
に
し
て
結
び
つ
く
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
後
者
が

前
者
を
転
義
的
に
指
示
し
う
る
の
か
を
探
る
も
の
で
あ
る
。（
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
的
） 

隠
喩
学
者
に
と
っ
て
、
真
理
と
光
が
結
び
つ

く
と
い
う
事
態
、
お
よ
び
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
の
出
来
事
は
ま
っ
た
く
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
真
理
が
光
と
結
び
つ
か
な
い

こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
後
で
改
め
て
言
及
す
る
が
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
理
は
そ
の
ほ

か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
隠
喩
を
そ
の
つ
ど
別
様
な
仕
方
で
引
き
寄
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
真
理
が
光
で
は
な
い
こ
と
す
ら
積
極
的
な
可
能
性

と
し
て
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

隠
喩
の
使
用
者
は
自
身
の
使
用
す
る
隠
喩
に
対
し
て
明
確
な
概
念
的
自
覚
を
持
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。「
真
理
は
光
で
あ
る
」

と
い
う
隠
喩
使
用
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
真
理
が
な
ぜ
光
で
あ
る
の
か
を
語
る
こ
と
は
反
省
的
で
あ
り
、
事

後
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
身
に
馴
染
み
の
あ
る
隠
喩
を
観
察
す
る
だ
け
で
は
、
隠
喩
使
用
が
概
念
形
成
に
対
し
て
持
つ
潜
勢
力
は
明

ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
隠
喩
使
用
の
機
能
を
考
察
す
る
方
法
は
規
範
的
で
は
な
く
記
述
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ま
り
歴
史
的
に
出
現
し
た
諸
言
説
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
の
隠
喩
使
用
が
概
念
把
握
の
可
能
性
と
不
可
能
性

の
条
件
と
し
て
機
能
す
る
さ
ま
を
取
り
出
し
て
考
察
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
隠
喩
学
的
思
考
の
ス
タ

イ
ル
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
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第
二
節
　
概
念
史
と
隠
喩
学 

― 

五
〇
年
代
後
半
の
布
置
状
況

概
念
形
成
の
現
場
に
お
け
る
隠
喩
使
用
の
機
能
と
い
う
主
題
設
定
は
、
ひ
と
つ
の
時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
持
つ
。
論
文
「
真
理

の
隠
喩
と
し
て
の
光
」
公
刊
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
一
九
五
八
年
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
研
究
振
興
協
会 

（D
eutsche 

Forschungsgem
einschaft, D

F
G

（
11
）

） 

に
よ
る
研
究
助
成
の
も
と
で
設
立
さ
れ
た
概
念
史
部
会 

（Senatskom
m

ission für B
egriffsge-

schichte

） 

に
お
い
て
講
演
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
概
念
史
研
究
に
関
す
る
こ
の
制
度
的
組
織
に
つ
い
て
は
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
る
報（

12
）

告
が

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
頼
り
に
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
隠
喩
学
の
出
発
に
関
わ
る
当
時
の
学
問
的
布
置
状
況
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

一
九
五
〇
年
代
当
時
の
「
概
念
史
」 （B

egriffsgeschichte

、
概
念
史
研
究
） 

と
い
う
研
究
分
野
は
、
エ
ー
リ
ヒ
・
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
、

ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
、
そ
し
て
ヨ
ハ
ヒ
ム
・
リ
ッ
タ
ー
の
名
前
と
と
り
わ
け
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

熱
心
に
ド
イ
ツ
研
究
振
興
協
会
へ
と
支
援
要
請
を
働
き
か
け
た
の
が
、
こ
の
な
か
で
は
最
年
長
で
あ
る
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー 

（E
rich 

R
othacker, 1888 -1965

） 

で
あ
っ
た
。
彼
の
主
導
の
も
と
、
自
然
科
学
と
の
競
合
の
中
で
、
歴
史
学
分
野
・
文
献
学
分
野
と
哲
学
分
野

と
の
共
同
研
究
が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
。
国
家
か
ら
研
究
助
成
を
得
る
に
は
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
証
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
ロ
ッ
タ
ー
カ
ー
に
よ
る
組
織
化
の
動
機
的
背
景
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
部
会
が
組
織
し
た
研
究
大
会

は
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
計
七
回
催
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
が
、
概
念
史
研
究
の
成
果
は
後
に
リ
ッ
タ
ー 

（Joachim
 R

itter, 

1903 -1974

）
に
よ
っ
て
主
導
的
に
編
集
さ
れ
た
『
哲
学
の
歴
史
的
辞
典（

13
）

』
や
、
コ
ゼ
レ
ク 

（R
einhart K

oselleck, 1923 -2006

） 

ら

の
『
歴
史
的
根
本
概
念（

14
）

』
と
い
っ
た
一
大
事
業
と
し
て
結
実
し
、
雑
誌
『
概
念
史
ア
ー
カ
イ
ブ
』 （A

rchiv für B
egriffsgeschichte

） 

上

に
今
日
に
至
る
ま
で
発
表
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ま
た
部
会
の
後
継
と
し
て
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
「
詩
学
と
解
釈
学
」 （Poetik und 

H
erm

eneutik

） 

が
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
、
ヤ
ウ
ス
、
イ
ー
ザ
ー
ら
を
中
心
に
立
ち
上
げ
ら
れ
、
関
連
す
る
諸
問
題
が
引
き
続
き
討
論

さ
れ
て
い
っ
た（

15
）

。

概
念
史
部
会
に
と
っ
て
、
理
論
的
に
は
「
哲
学
と
し
て
の
概
念
史
」 （
一
九
七
〇
年
） 
や
「
概
念
史
と
哲
学
の
言
語
」 （
一
九
七
一
年
）
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を
書
く
こ
と
に
な
る
ガ
ダ
マ
ー 

（H
ans-G

eorg G
adam

er, 1900 -2002

） 

の
影
響
が
著
し
く
、
研
究
会
は
さ
な
が
ら
「
ガ
ダ
マ
ー
祭

り
」 （K

ranz, a.a.O
., 163ff.

） 

の
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
。
彼
か
ら
第
一
回
の
研
究
会
で
の
講
演
を
頼
ま
れ
た
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル

ク
は
、
当
初
あ
ま
り
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る（

16
）

。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
講
演
は
彼
自
身
の
隠
喩
学
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
論
文
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」
の
問
題
を
引
き
継
い
で
そ
れ
を
よ
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
に
整
理
し
直
す
も
の
で
あ

り
、「
概
念
史
」
を
直
接
的
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ラ
ン
ツ
が
言
う
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
隠
喩
学
講
演
は
「
概
念
史
研
究
と
い
う
仕
事
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
た
め
の
基
本
と
な
る
水
準
を
提
示
」 （K

ranz, a.a.O
., S.166

） 

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
隠
喩
学
は
純
粋
な

修
辞
理
論
で
は
な
く
、
ま
ず
も
っ
て
概
念
形
成
の
「
前
領
域
」
と
し
て
隠
喩
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
哲
学
の
実
証
学
と
し

て
の
概
念
史
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
境
界
あ
る
い
は
そ
の
成
立
可
能
性
を
隠
喩
使
用
の
問
題
と
し
て
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
概
念
史
研
究
の
根
底
に
あ
る
問
題
性
を
可
視
化
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

　
概
念
論
な
い
し
概
念
史
研
究
の
基
礎
と
し
て
の
隠
喩
学

「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー
ゼ
」 （T

hesen zu einer M
etaphorologie

） 

と
題
さ
れ
た
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
講
演
は
、
一
九
五
八
年

五
月
の
概
念
史
部
会
第
一
回
研
究
会
で
行
わ
れ
た（

17
）

。
ク
ラ
ン
ツ
の
報
告
に
は
七
つ
の
観
点
か
ら
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
が
掲
載

さ
れ
て
い
る 

（K
ranz, a.a. O

., S. 186 -189, T
M

）。
そ
れ
か
ら
二
年
後
に
公
刊
さ
れ
る
著
書
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
と

同
じ
性
格
を
持
つ
た
め
、
重
な
る
議
論
は
多
い
が
、
こ
の
講
演
に
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
隠
喩
学
の
全
体
像
が
明
瞭
か
つ
簡
潔
に
提
示

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
と
く
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

講
演
の
テ
ー
ゼ
は
隠
喩
学
構
想
に
関
わ
る
次
の
七
つ
の
要
点
か
ら
な
る
。

Ⅰ
．
す
べ
て
の
事
象
が
明
晰
判
明
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
哲
学
の
求
め
る
理
想
的
状
態
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
仮



背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

三
三

定
す
る
な
ら
、
概
念
の
歴
史
的
展
開
は
あ
く
ま
で
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
中
間
段
階
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
そ
の
場
合
、
歴
史

研
究
は
哲
学
に
対
し
て
本
質
的
な
意
味
を
持
ち
え
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
意
義
を
弱
め
る
立
場
に
つ
い
て
言
及
す
る
場

合
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
念
頭
に
あ
る
の
は
つ
ね
に
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。

中
途
段
階
と
し
て
い
わ
ば
道
半
ば
に
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
は
、
哲
学
的
な
観
点
か
ら
二
次
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
主
題
的
に
見
れ
ば
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
概
念
的

明
証
性
に
は
至
ら
な
い
転
義
的
な
語
り
と
し
て
の
隠
喩
の
問
題
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

Ⅱ
．
明
証
性
を
持
た
な
い
転
義
的
な
語
り
が
哲
学
的
言
語
と
し
て
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
場
合
が
想
定
さ
れ

う
る
か
。
例
え
ば
隠
喩
を
概
念
の
「
残
余
」
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
隠
喩
を
使
用
す
る
こ
と
は
結
局
「
ミ
ュ
ー
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
」

の
途
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
非
本
来
的
な
語
り
で
し
か
な
く
な
る
。
た
し
か
に
、
概
念
的
思
考
の
反
省
的
な
自
己
確
定
の
一
助
と
な
り

う
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
研
究
す
る
こ
と
に
も
一
定
の
役
割
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
し
か

し
ど
こ
ま
で
も
哲
学
的
に
二
次
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
主
張
は
む
し
ろ
、
隠
喩
を
「
哲
学
的
言
語
の
克
服
さ
れ
ざ
る
根
本
要
素
」
と
し
て
見
る
こ
と
の
可
能
性
に
か

け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
あ
る
種
の
隠
喩
使
用
は
概
念
的
明
証
へ
と
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
頑
な
さ
を
持
つ
。

「
転
義
の
領
域
か
ら 

〈
連
れ
戻
す
こ
と
の
で
き
〉 

な
い
も
の
」
と
し
て
現
れ
、「
概
念
へ
と
解
消
さ
れ
え
な
い
言
明
機
能
を
持
つ
」
い
く

つ
か
の
隠
喩
を
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
こ
で
「
絶
対
的
隠
喩
」 （absolute M

etaphern

） 

と
呼
ん
で
い
る
（T

M
 187

（
18
）

）。
概
念
の

明
晰
判
明
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
隔
絶 

（ab-solut

）」
さ
れ
た
あ
り
方
を
持
つ
隠
喩
の
存
在
は
、
デ
カ
ル
ト
的
理
想
に
対
し
て

根
本
的
な
疑
念
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
絶
対
的
な
隠
喩
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
発

見
・
確
定
し
分
析
す
る
こ
と
は
「
概
念
史
の
本
質
的
な
部
門
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
絶
対
的
隠
喩
が
可
能
化
す
る
言
説
領
域
を
ま
ず
画
定
す
る
作
業
を
「
隠
喩
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」 （die m

et-
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aphorologische Paradigm
atik

） 

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
隠
喩
史
の
課
題
」
と
「
隠
喩
学
的
体
系
論
」（die m

etapho-

rologische System
atik

） 

の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
い
が
現
れ
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
隠
喩
学
的
パ
ラ
ダ

イ
ム
論
」
は
後
の
著
作
で
あ
る
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ブ
ル
ー
メ
ン

ベ
ル
ク
隠
喩
学
が
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
と
「
体
系
論
」
の
二
段
構
え
で
ま
ず
は
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
さ
し
あ
た
り
確
認
し

て
お
き
た
い
。

第
四
節

　
概
念
の
基
底
層
と
し
て
の
絶
対
的
隠
喩

Ⅲ
．「
絶
対
的
隠
喩
」
に
つ
い
て
説
明
が
さ
ら
に
続
け
ら
れ
る
。「
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
論
理
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は

ま
っ
た
く
で
き
な
い
」「
絶
対
的
隠
喩
」
は
、
た
だ
概
念
的
言
明
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
絶
対
的
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
隠

喩
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
隠
喩
が
概
念
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
別
の
隠

喩
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
修
正
さ
れ
る
特
定
の
「
遊
動
空
間
」 （Spielraum

、
余
地
） 

が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
追
跡
す
る
こ
と
が
「
隠
喩
学
的
体
系
論
」
の
課
題
だ
と
こ
こ
で
は
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
隠
喩
学
に
取
り
組
む
こ
と
は
哲
学
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
概
念
史
研
究
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
寄
与
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
。

隠
喩
は
歴
史
を
持
つ
、
し
か
も
概
念
よ
り
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
で
。
隠
喩
の
歴
史
的
変
容
は
、
歴
史
的
な
視
覚
方
式
、
究
極
的

な
根
拠
づ
け
、
意
味
地
平
そ
の
も
の
の
メ
タ
的
な
推
移
系
列
の
層 
（M

etakinetik geschichtlicher Sichtw
eisen, L

etztbe-

gründungen, Sinnhorizonte selbst

） 

を
前
景
へ
と
も
た
ら
す
。
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
踏
ま
え
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や
比
較
の
図

式
に 

― 

こ
こ
で
は
概
念
論
的
な
明
晰
判
明
の
進
歩
と
い
う
図
式
に 

― 

還
元
さ
れ
え
な
い
。
つ
ま
り
歴
史
的
隠
喩
学
に
お
け
る
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三
五

本
来
的
な
テ
ー
マ
と
は
歴
史
そ
の
も
の
の
歴
史
性 

（die G
eschichtlichkeit der G

eschichte selbst

） 

な
の
で
あ
る
。
方
法
的
に

見
れ
ば
、
隠
喩
学
は
狭
義
の 

「
概
念
論
」 （Term

inologie

、
術
語
論
） 

と
し
て
の
概
念
史
に
寄
与
し
う
る
だ
ろ
う
。（T

M
 ebenda. （

19
）

）

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
隠
喩
学
の
核
心
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
ア
イ
デ
ア
が
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
、
隠
喩

に
は
概
念
よ
り
も
根
底
的
・
根
元
的
な 

（radikal

） 

意
味
で
歴
史
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
確
信
は
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の

光
」
に
お
い
て
も
表
明
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
概
念
の
「
前
領
域
」
と
し
て
の
隠
喩
使
用
が
持
つ
概
念
形
成
の
機
能
を
踏
ま
え
る
こ
と

で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
絶
対
的
隠
喩
は
概
念
化
さ
れ
ざ
る
次
元
に
お
い
て
歴
史
的
展
開
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
展
開
が
歴
史
の
各
局

面
に
属
す
る
概
念
的
思
考
の
可
能
性
を
用
意
す
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
で
は
な
い
。
隠
喩
史
固
有
の
力
学
に
注
意
を
払
う
の
で
あ
れ
ば
、

概
念
の
変
化
変
容
は
も
は
や
そ
れ
自
体
の
自
己
発
展
過
程
と
し
て
見
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
理
解
か
ら
、「
隠
喩

の
歴
史
的
変
容
」
を
追
跡
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、「
歴
史
的
な
視
覚
方
式
、
究
極
的
な
根
拠
づ
け
、
意
味
地
平
そ
の
も
の
の
メ
タ
的

な
推
移
系
列
の
層
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
基
層
に
注
意
を
払
わ
ず
思
考
や
概
念
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
表
面
的
な
作
業
に
留
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
隠
喩
使
用
の
歴
史
的
現
象
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
概
念
史
の
メ
タ
運

動
を
開
示
す
る（

20
）

。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
歴
史
の
歴
史
性
」
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
絶
対
的
隠
喩
に
対
し
て
歴
史
哲
学
的
考
察
を
絡
ま
せ
る
こ
と
で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
自
身
の
隠
喩
学
を
概
念
史

あ
る
い
は
概
念
論
と
関
係
づ
け
て
い
る
。
隠
喩
学
と
概
念
論
の
関
係
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
遠
慮
し
て
「
寄
与
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
野
心
は
よ
り
大
胆
で
あ
り
、
か
つ
実
証
的
な
概
念
史
研
究
に
対
す
る
根
本
的
な
不
信
感
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
こ
で
、
明
晰
判
明
に
定
義
さ
れ
た
概
念
、
あ
る
い
は
概
念
論
を
基
礎
と
す
る
伝
統
的
な
哲
学
的
立

場
か
ら
離
れ
、
隠
喩
の
問
題
を
逆
に
基
盤
と
す
る
こ
と
で
哲
学
研
究
に
関
わ
る
位
階
構
造
そ
の
も
の
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
い
ま
や
歴
史
の
歴
史
性
を
明
ら
か
に
し
う
る
隠
喩
学
が
、
概
念
論
な
い
し
概
念
史
研
究
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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第
五
節
　
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
の
隠
喩

Ⅳ
．
続
く
第
四
テ
ー
ゼ
は
隠
喩
学
的
分
析
の
あ
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
絶
対
的
隠
喩
の
絶
対
性
は
明
晰
判
明
な
概
念
性
に
還
元
で

き
な
い
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
先
に
述
べ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
隠
喩
学
の
課
題
は
絶
対
的
隠
喩
の
「
意
味
」
を
概
念
把
握

す
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
概
念
化
の
作
業
に
よ
っ
て
歴
史
の
歴
史
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
化
さ
れ
ざ
る

隠
喩
特
有
の
歴
史
的
変
遷
の
う
え
に
、
概
念
的
思
考
の
推
移
が
事
柄
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
隠
喩
が
特
定
の
「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。
哲
学
的
言
説
に
お

い
て
あ
る
隠
喩
が
使
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
真
理
と
は
光
で
あ
る
、
あ
る
い
は
真
理
に
は
抗
い
が
た
い
力
強
さ
が
あ
る
、
真
理
は
衣
服
を

剥
ぎ
取
ら
れ
た
裸
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
隠
喩
が
否

応
な
く
呼
び
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
、
真
理
へ
の
問
い
を
概
念
に
よ
る
定
式
化
に
よ
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
対
す
る
拒
否
を
見

て
取
る（

21
）

。
真
理
と
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
「
そ
の
志
向
充
足
が
体
系
的
に
は
そ
の
つ
ど
に
は
ほ
と
ん
ど
明
示
化
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
前

体
系
的
性
格
の
問
い
」 （T

M
 188

） 

へ
の
答
え
は
、
概
念
よ
り
も
は
る
か
に
意
味
に
富
ん
だ
隠
喩
の
形
式
に
お
い
て
か
つ
て
よ
り
与
え

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

Ｖ
．
第
五
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
も
、
原
理
的
に
解
答
不
可
能
な
哲
学
的
問
い
へ
の
「
答
え
」
と
し
て
の
絶
対
的
隠
喩
の
形
式
性
格
が
さ

ら
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
隠
喩
は
「
原
理
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
消
去
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
問

い
」 （T

M
 ebenda.

） 

へ
の
答
え
で
あ
る
。
問
い
へ
の
答
え
と
し
て
の
絶
対
的
隠
喩
は
、
そ
の
絶
対
性
か
ら
す
れ
ば
概
念
化
作
業
を
拒

む
も
の
な
の
で
、
そ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
理
解
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
真
偽
の
秤
に
か
け
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
絶
対
的
隠
喩
の
真
理
は
そ
の
つ
ど
の
文
脈
に
依
存
す
る
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」 （T

M
 ebenda.

） 

な
真
理
で
あ
る
。

「
真
理
が
光
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
正
当
性
を
与
え
る
の
は
命
題
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
る
状
況
な
の
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
隠
喩
学
は
絶
対
的
隠
喩
を
本
質
的
に
歴
史
的
対
象
と
し
て
扱
う
ほ
か
な
く
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
を
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三
七

は
じ
め
隠
喩
学
者
自
身
が
、
何
ら
か
の
適
切
な
隠
喩
を
駆
使
し
て
哲
学
的
問
題
に
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
隠
喩
学

は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
試
み
に
対
す
る
断
念
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
学
問
的
地
平
へ
と
思
考
を
転
ず
る
の
で
あ
る
。

第
六
節
　
隠
喩
の
モ
デ
ル
機
能

で
は
、
そ
う
し
た
諦
め
の
も
と
で
開
け
て
く
る
隠
喩
学
特
有
の
地
平
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
絶
対
的
隠
喩
は
言
説
の

内
在
的
な
真
理
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
振
舞
い
の
中
で
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
は
私
た
ち

に
基
礎
的
な
確
信
、
憶
測
、
価
値
づ
け
を
指
し
示
す
。
そ
こ
か
ら
態
度
、
期
待
、
活
動
と
無
為
な
い
し
エ
ポ
ケ
ー
が
調
整
さ
れ
る
」

（T
M

 ebenda.

）。

例
え
ば
「
世
界
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
生
き
物
で
あ
る
、
洞
窟
で
あ
る
、
鏡
で
あ
る
、
書
物
で
あ
る
、
橋
で

あ
る
、
劇
場
で
あ
る
、
時
計
で
あ
る
な
ど
と
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
純
粋
な
理
論
的
表
明
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
実
践
的
な
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
世
界
は
時
計
で
あ
る
」
と
い
う
機
械
論
的
な
隠
喩
は
、
世
界
に
対
し
て
私
た
ち
の
考

え
方
や
決
断
を
規
定
し
て
導
き
、「
修
理
」
や
「
調
整
」
と
い
う
時
計
モ
デ
ル
に
そ
の
可
能
性
を
担
保
さ
れ
た
態
度
を
背
景
的
に
基
礎

づ
け
る
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
絶
対
的
隠
喩
が
備
え
て
い
る
こ
う
し
た
性
格
を
隠
喩
的
モ
デ
ル
の
「
方
向
設
定
の
機
能
」 （T

M
 eb-

enda.

） 

と
呼
ん
で
い
る
。
隠
喩
は
語
り
え
な
い
問
い
に
対
す
る
答
え
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
私
た
ち
が
対
象

に
関
わ
る
際
の
思
考
と
実
践
の
舞
台
設
定
を
行
う
の
で
あ
る
。

Ⅵ
．
第
六
テ
ー
ゼ
は
絶
対
的
隠
喩
の
こ
の
「
モ
デ
ル
機
能
」 （T

M
 189

） 

に
つ
い
て
手
短
に
ま
と
め
て
い
る
。
隠
喩
を
概
念
的
思
考

と
の
関
連
に
お
い
て
主
題
化
す
る
隠
喩
学
に
と
っ
て
、
中
心
的
な
分
析
対
象
に
な
る
の
は
、
明
晰
判
明
が
目
指
さ
れ
る
は
ず
の
哲
学
的

言
説
に
不
意
に
出
現
す
る
よ
う
な
隠
喩
の
機
能
で
あ
る
。
第
五
テ
ー
ゼ
で
見
た
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
隠
喩
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ

れ
ば
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
思
考
の
「
背
景
」
と
も
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
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三
八

と
り
わ
け
こ
こ
で
対
立
す
る
隠
喩
タ
イ
プ
の
間
で
の
先
行
的
な
決
断
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
例
え
ば
有
機
体
か
機
械
か
と
い

う
基
本
的
な
表
象
の
間
で
の
選
択
な
ど
で
あ
る
。
私
た
ち
に
先
立
っ
て
思
考
し
て
お
り
、
私
た
ち
の
世
界
観
の
い
わ
ば
「
背
後

に
」 （im

 R
ücken

） 

立
っ
て
い
る
の
は
言
語
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
強
制
的
に
、
私
た
ち
は
イ
メ
ー
ジ
の
選
択
と
蓄
積
に
よ
っ
て

（durch B
ilderw

ahl und B
ildervorrat

） 

決
定
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
が
そ
も
そ
も
「
経
験
に
も
た
ら
す
」
こ
と
が
で
き
る
も
の

の
中
で
「
誘
導
さ
れ
て
」 （kanalisiert

） 

い
る
。（T

M
 ebenda.

）

絶
対
的
隠
喩
は
明
晰
判
明
に
答
え
ら
れ
な
い
問
い
へ
の
答
え
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
隠
喩
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
伝
統

的
・
文
化
的
に
蓄
積
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ 

（
例
え
ば
光
や
時
計
な
ど
） 

を
選
択
し
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ー

メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
こ
で
、
そ
れ
が
概
念
的
思
考
や
決
断
に
対
す
る
背
景
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か

も
水
路
や
導
管 

（K
anal

） 

の
よ
う
に
、
選
択
さ
れ
た
隠
喩
は
モ
デ
ル
と
し
て
思
考
を
密
か
に
ど
こ
か
へ
と
誘
い
込
む
背
景
と
な
る
。

こ
こ
で
ま
さ
に
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
「
背
景
」
の
問
題
系
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
隠
喩
が

背
景
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
観
点
は
、
論
文
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」
で
は
い
ま
だ
表
立
つ
こ
と
の
な
い
側
面
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
、「
哲
学
的
概
念
形
成
の
前
領
域
」
と
し
て
の
隠
喩
の
あ
り
方
に
視
点
が
絞
り
込
ま
れ
て
い
た
。
い
ま
や
隠
喩
学
は

そ
れ
と
と
も
に
、
概
念
そ
の
も
の
の
領
域
に
お
け
る
隠
喩
の
機
能
を
明
示
的
に
自
ら
の
対
象
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
の
論
文
か
ら
一
九
五
八
年
の
講
演
へ
の
間
で
決
定
的
な
転
換
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
概
念
論
お
よ
び
概
念

史
の
問
題
を
積
極
的
に
隠
喩
学
へ
と
組
み
込
み
整
理
し
直
す
作
業
の
中
で
、
隠
喩
の
背
景
的
機
能
の
問
題
は
主
題
的
に
浮
上
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
こ
こ
で
は
ま
だ
い
く
つ
か
の
問
題
系
が
並
存
し
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
や
は
り
こ
の
時
期
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
自
身
に
よ
る
「
概
念
形
成
の
前
領
域
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
に

は
、
背
景
と
い
う
主
題
を
副
次
化
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
先
取
り
に
な
る
が
「
前
領
域
」
と
い
う
表
現
は
、
一
九
六
〇
年
代
以



背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

三
九

降
は
主
張
と
し
て
事
実
後
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
代
わ
り
に
浮
上
し
て
く
る
の
が
「
背
景
」
の
問
題
系
な
の
で
あ
る
。

第
七
節
　
隠
喩
史
の
類
型
論
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
（
第
七
テ
ー
ゼ
）

以
上
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
隠
喩
学
の
問
題
設
定
と
独
自
の
視
点
を
簡
潔
に
整
理
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
最
後

に
、
彼
は
隠
喩
学
の
具
体
的
な
作
業
の
ひ
と
つ
と
な
る
「
隠
喩
史
の
類
型
論
」（Typologien von M

etapherngeschichten

）
を
次
の

七
つ
に
整
理
し
て
提
示
し
て
い
る
。

1
．
神
話
か
ら
隠
喩
へ
の
移
行 

（
プ
ラ
ト
ン
の
例（

22
）

）

2
．
翻
訳
可
能
な
隠
喩
の
絶
対
化 
（
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
コ
ス
モ
ス-

洞
窟
）

3
．
隠
喩
か
ら
概
念
へ
の
移
行 

（»W
ahrscheinlichkeit«

（
23
）

）

4
．
隠
喩
の
利
用
（
数
学
上
の
隠
喩
使（

24
）

用
、
人
間
中
心
主
義
的
隠
喩
と
し
て
の
天
動（

25
）

説
）

5
． 

破
砕
の
た
め
の
隠
喩
使
用 

（Sprengm
etaphorik

）。
表
象
を
惹
起
し
つ
つ
破
壊
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
超
越
を
「
体
験
可
能
」

な
も
の
と
す
る 

（
思
弁
的
神
秘
主
義
の
隠
喩
タ
イ
プ（

26
）

）

6
．
し
ば
し
ば
ア
レ
ゴ
リ
ー
へ
と
境
界
を
越
え
て
い
く
よ
う
な
、
隠
喩
の
内
在
的
な
紡
ぎ
出
し 

（
光
が
燃
え
る（

27
）

）

7
． 

モ
デ
ル
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
隠
喩
を
そ
の
出
ど
こ
ろ
と
な
る
基
体
の
批
判
へ
と
折
り
返
す 

（
啓
蒙
主
義
の
啓
示
批
判
的
原

理
と
し
て
の
「
神
は
光
で
あ
る
」）

 
 

（T
M

 ebenda.

）

こ
こ
で
予
告
さ
れ
た
一
覧
の
順
序
と
内
容
に
忠
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
隠
喩
の
使
用
法
に
関
わ
る
こ
の
分
類
を
思
想
史
的
に
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四
〇

検
討
吟
味
す
る
の
が
、
一
九
六
〇
年
に
公
刊
さ
れ
る
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』、
と
り
わ
け
そ
の
後
半
部
と
な
る
。
と
は
い

え
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
自
身
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
的
な
隠
喩
使
用
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
基
礎
的
な
枠
組
み
を
歴
史
的
に
見

出
し
て
分
類
整
理
す
る
と
い
う
仕
事
そ
の
も
の
が
、
隠
喩
学
の
本
題
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
は
さ
し
あ

た
り
た
だ
「
そ
の
分
析
的
遂
行
能
力
の
直
観
化
の
た
め
の
補
助
手
段 

（H
ilfsm

ittel

）」 （T
M

 ebenda.

） 

で
あ
り
、
い
わ
ば
隠
喩
学
の
固

有
領
域
を
画
定
す
る
た
め
の
発
見
法
的
な
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
で
し
か
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
が
一
九
五
八
年
「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー
ゼ
」
講
演
の
内
容
で
あ
る
。
ま
と
め
れ
ば
、
概
念
史
を
扱
う
に
は

デ
カ
ル
ト
的
な
明
証
の
理
想
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
特
定
の
隠
喩
使
用
の
内
容
は
明
晰
判
明
な
概
念
に
よ
っ
て
取
り
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と 
（
絶
対
的
隠
喩
）、
あ
る
種
の
隠
喩
使
用
は
原
理
的
に
答
え
が
得
ら
れ
な
い
問
い
へ
の
応
答
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
そ
の
応
答
が
概
念
的
思
考
や
決
断
の
背
景
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
こ
こ
で
明
確
に
提
示
さ
れ
た
。
概
念
史

研
究
と
い
う
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
隠
喩
学
は
そ
れ
に
対
し
て
補
完
的
で
あ
る
よ
り
も
、
対
立
的
で
あ
り
、
そ

れ
が
は
ら
む
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う（

28
）

。

第
二
章
　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
に
お
け
る
絶
対
的
隠
喩
と
背
景
隠
喩
法

第
一
節

　
触
媒
的
領
域
、
下
部
構
造

「
隠
喩
史
の
類
型
論
」
と
し
て
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
か
ら
「
体
系
論
」
へ
と
い
う
隠
喩
学
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
二
段
構
え

は
、
講
演
の
二
年
後
に
『
概
念
史
ア
ー
カ
イ
ブ
』
上
で
発
表
さ
れ
、
後
に
書
籍
化
さ
れ
た
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』（P

ara-

digm
en zu einer M

etaphorologie, 1960

） 

で
も
は
っ
き
り
と
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。「
隠
喩
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
と
い
う
も
の
は
、
も
っ

と
も
た
だ
、
か
の
な
お
高
次
の
「
よ
り
深
い
探
求
」
に
向
け
た
予
備
仕
事
を
課
題
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
求
め
る
の
は
、
そ
の

内
部
で
絶
対
的
隠
喩
を
推
測
し
う
る
諸
領
野
を
境
界
づ
け
、
そ
の
画
定
の
た
め
の
基
準
を
審
査
す
る
こ
と
で
あ
る
」 （P

M
16

）。
隠
喩
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四
一

使
用
の
類
型
を
発
見
し
、
そ
の
妥
当
領
域
を
画
定
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
ま
ず
行
わ
れ
る
べ
き
作
業
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
は
基
本
的
に
「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー
ゼ
」
を
踏
襲
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
序
論
」

（E
inleitung

） 

で
は
先
の
第
一
テ
ー
ゼ 

（
デ
カ
ル
ト
批
判（

29
）

）、
第
二
テ
ー
ゼ 

（
哲
学
言
語
の
根
本
要
素
と
し
て
の
絶
対
的
隠
喩
）、
第
三

テ
ー
ゼ 

（
メ
タ
キ
ネ
ー
テ
ィ
ク
） 

に
基
づ
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
加
え
て
、「
真
理
の
隠

喩
と
し
て
の
光
」
以
来
の
概
念
形
成
論
の
観
点
が
再
び
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
次
の
箇
所
は
、
そ
れ
自
体
は
変
化

せ
ず
に
他
の
物
質
の
変
化
を
促
進
す
る
「
触
媒
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
隠
喩
と
概
念
の
関
係
性
に
つ
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

絶
対
的
隠
喩
を
示
す
こ
と
で
、
私
た
ち
は
想
像
力
と
ロ
ゴ
ス
の
関
係
を
新
た
に
検
討
す
る
き
っ
か
け
を
得
る
に
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
想
像
力
の
領
域
を
単
に
概
念
的
な
も
の
へ
の
諸
変
容
の
た
め
の
基
体
と
し
て
受
け
取
る
と
い
う
だ
け
を
意

味
し
な
い 

（
そ
の
場
合
に
は
、
い
わ
ば
要
素
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
加
工
・
変
形
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
の
ス
ト
ッ
ク
は
使
い
尽
く
さ
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
）。
の
み
な
ら
ず
、
自
立
的
に
概
念
世
界
を
豊
か
に
は
す
る
が
、
こ
の
基
礎
的
な
存
立
を
そ
の
際
に
変
形
し
消
尽

す
る
こ
と
が
な
い
、
そ
う
し
た
触
媒
的
領
域
（die katalysatorische Sphäre

）
と
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。（P

M
15

）

「
序
論
」
の
後
の
箇
所
で
は
再
び
化
学
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
隠
喩
使
用
と
概
念
的
思
考
の
関
係
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「
隠
喩
学
は
思
考
の
下
部
構
造 

（Substruktur des D
enkens

）、
す
な
わ
ち
体
系
的
結
晶
化
の
基
底
と
培
養 

（den U
n-

tergrund, die N
ährlösung der system

atischen K
ristallisationen

） 
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
試
み
る
…
」 （P

M
 16f.

）。
す
な
わ

ち
体
系
的
思
考
を
促
進
す
る
と
い
う
隠
喩
使
用
に
備
わ
る
こ
の
機
能
を
取
り
出
す
こ
と
が
概
念
史
研
究
へ
の
寄
与
と
な
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
は
、
概
念
史
研
究
と
の
関
連
性
を
こ
れ
ま
で
よ
り
強
く
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二

意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
の
関
係
性
を
表
現
す
る
た
め
に
そ
れ
自
体
隠
喩
的
な
も
の
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
は

苦
心
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
触
媒
的
領
域
」
や
「
思
考
の
下
部
構
造
」
と
い
っ
た
領
域
構
造
的
表
現
と
、
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
に

な
ぞ
ら
え
な
が
ら
「
隠
喩
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
機
能
に
お
け
る
モ
デ
ル 

（M
odell in pragm

atischer Funktion

） 

と
し
て
は
っ

き
り
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
」 （P

M
15

） 

と
い
う
（「
背
景
」
の
問
題
系
に
属
す
る
）
機
能
的
作
用
的
表
現
と
が
こ
こ
で
は
混
在
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
葛
藤
も
や
は
り
概
念
史
研
究
へ
の
従
属
と
い
う
初
期
隠
喩
学
特
有
の
性
格
づ
け
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

第
二
節

　
隠
喩
学
の
体
系
論
と
背
景
隠
喩
法

先
の
講
演
で
挙
げ
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
の
う
ち
で
、
第
四
テ
ー
ゼ 

（
答
え
と
し
て
の
隠
喩
）、
第
五
テ
ー
ゼ 

（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
機

能
）
に
関
わ
る
観
点
は
、『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
は
第
一
章
「「
力
強
い
」
真
理
と
い
う
隠
喩
使
用
」、
第
二
章
「
真
理

の
隠
喩
使
用
と
認
識
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
お
い
て
、
真
理
を
め
ぐ
る
隠
喩
使
用
を
例
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
真
理
に
関
わ
る
隠

喩
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
論
文
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」
か
ら
の
派
生
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
、「
隠
喩
学
の

た
め
の
テ
ー
ゼ
」
で
示
さ
れ
た
理
論
的
考
察
の
も
と
で
さ
ら
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

背
景
の
問
題
系
を
追
跡
す
る
本
論
文
の
観
点
か
ら
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
先
に
見
た
第
六
テ
ー
ゼ 

（
モ
デ
ル
化
さ
れ
た

隠
喩
の
背
景
的
機
能
） 

と
関
係
が
深
い
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
六
章
「
有
機
体
と
機
械
の
背
景
隠
喩
法
」（V

I. O
r-

ganische und m
echanische H

intergrundm
etaphorik, P

M
 91 -109

）
で
あ
る
。
言
語
表
現
領
域
の
裏
側
に
潜
む
「
暗
示
的
モ
デ

ル
」
と
呼
ば
れ
る
「
隠
喩
的
背
景
」 （der m

etaphorische H
intergrund, P

M
24

） 
へ
の
言
及
は
、『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』

の
中
で
は
し
ば
し
ば
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
を
改
め
て
絶
対
的
隠
喩
の
「
背
景
隠
喩
法
」 （H

intergrundm
etaphorik

（
30
）

）
と
術
語
化
し
、
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そ
の
機
能
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
隠
喩
史
を
再
構
築
す
る
の
が
、
こ
の
第
六
章
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
叙
述
を
実
際
に
見
て
み
よ
う
。

隠
喩
使
用
は
概
念
論
的
言
説
が
排
他
的
に
登
場
す
べ
き
場
所
で
あ
っ
て
も
ひ
と
役
買
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
は
じ
め
て
月

を
訪
れ
る
人
の
報
告
は
、
馴
染
み
の
あ
る
地
理
的
表
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
例
か
ら
、
理
論
的
言
明
に
お
い
て
も

隠
喩
的
な
モ
デ
ル
が
背
景
と
し
て
機
能
し
う
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
あ
る
思
想
家
の
著
作
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な

背
景
に
ま
で
回
り
込
む
必
要
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
背
景
に
あ
る
隠
喩
使
用
こ
そ
が
、
ま
さ
に
真
正
の
哲
学
者
と
追
従
す
る

だ
け
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
の
差
で
あ
る
と
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
語
る
。
真
正
の
思
想
家
は
「
自
身
の
「
体
系
」
を
生
き
生
き
し
た
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
つ
か
ん
で
い
る 

（sein ›System
‹ in der lebendigen O

rientierung hält

） 

一
方
で
、
学
派
経
営
は
諸

概
念
を
自
分
勝
手
な
原
子
論
へ
と
「
根
こ
そ
ぎ
」
し
て
し
ま
う
」 （P

M
91

）。

こ
の
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
隠
喩
の
背
景
機
能
が
「
も
っ
と
も
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
対
立
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
の
タ
イ
プ
の
間
の
先
行
決

断
が
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
、
例
え
ば
有
機
的
な
も
の
と
機
械
的
な
も
の
と
い
う
主
導
表
象
の
二
元
論
の
内
部
に
お
け
る
選
択
に
お
い

て
」 （ebenda.

） 

で
あ
る
。
そ
こ
で
有
機
体
的
隠
喩
と
機
械
論
的
隠
喩
が
二
者
択
一
的
に
選
択
さ
れ
る
場
面
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
隠
喩
使
用
が
備
え
て
い
る
背
景
と
し
て
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
導
入
の
後

で
か
つ
て
の
第
六
テ
ー
ゼ
が
ほ
ぼ
文
字
通
り
に
反
復
さ
れ
る
。

「
言
語
は
私
た
ち
に
先
立
っ
て
思
考
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
世
界
観
に
お
い
て
い
わ
ば
私
た
ち
の
「
背
後
に
」
あ

る
。
も
っ
と
強
制
的
に
私
た
ち
は
イ
メ
ー
ジ
の
蓄
積
と
選
択
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
私
た
ち
に
示
さ
れ
う
る
も
の

と
、
私
た
ち
が
経
験
に
お
い
て
も
た
ら
し
う
る
も
の
に
お
い
て
「
誘
導
さ
れ
」
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
隠
喩
学
の
体
系
論

（System
atik der M

etaphorologie

）
の
意
味
が
お
そ
ら
く
あ
る
だ
ろ
う
（
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
こ
こ
で
予
言
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
が
）。（P

M
 91f.

）
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こ
こ
で
は
示
唆
さ
れ
る
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に 

「
背
景
隠
喩
法
」 

の
問
題
こ
そ 

「
隠
喩
学
の
体
系
論
」 

の
課
題
で
あ
る
こ

と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し 

「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」 

と
し
て
の 

『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』 

の
枠
内
で
は
、
そ
の
可
能
な
類
型

領
域
を
発
見
す
る
こ
と
だ
け
が
期
待
さ
れ
る
。
以
下
で
は
第
六
章
の
記
述
を
頼
り
に
、
そ
の
発
見
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
三
節
　
思
考
と
決
断
の
背
景
と
し
て
の
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
隠
喩

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
隠
喩
の
使
い
方
は
有
機
的
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
の
場
合
は
機
械
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
関
わ
っ
て

い
る
の
は
た
ん
な
る
嗜
好
の
問
題
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
選
択
は
む
し
ろ
「
生
き
方
」
の
様
式
的
区
別
に
関
わ
る
基
礎
表
象
の

次
元
で
な
さ
れ
て
い
る
。「
機
械
」
と
い
う
隠
喩
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ

テ
ン
語
のm

achina

が
古
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
表
現
し
て
い
た
も
の
は
、
近
代
以
降
で
私
た
ち
が
「
機
械
」
と
い
う
言
葉

に
読
み
取
る
も
の
と
は
違
う
直
観
を
与
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
世
界
の
機
械
」 （m

achina m
undi

） 

と
い
う
表
現
で
例
え
ば
近
代
機
械
の

代
表
格
で
あ
る
「
時
計
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
は
な
ら
な
い
。「
時
計
仕
掛
け
の
隠
喩 

（U
hrw

erkm
etapher

） 

が
は
じ
め
て
、
色
あ
せ
て

無
味
乾
燥
な
「
世
界
の
機
械
」
と
い
う
表
現
に
影
響
力
の
大
き
い
特
異
性 

― 

信
頼
で
き
る
均
等
性
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
バ
ネ
が
一

度
引
き
上
げ
ら
れ
て
回
転
す
る 

― 

を
付
与
し
た
の
で
あ
る
」 （P

M
93

）。
新
し
い
技
術
の
時
代
で
あ
る
近
代
に
お
い
て
、
機
械
と
し

て
の
世
界
と
い
う
隠
喩
は
活
性
化
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
文
化
的
条
件
が
整
う
こ
と
で
、「
機
械
」
は
「
世
界
の
意
義
を
示
す
簡
潔
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
ワ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
有
機
的
な
も
の
を
そ
の
魂
に
制
約
さ
れ
た
固
有
の
本
質
性
に
お
い
て
疑
い
を
か
け
る
隠
喩
と
な
り
う

る
」 （P

M
 ebenda.

）。

古
代
ギ
リ
シ
ア
的
な
「
コ
ス
モ
ス
」 （
調
和
） 

と
し
て
の
世
界
は
、
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
神
話
に

よ
れ
ば
、
全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
有
機
的
な
統
一
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
世
界
は
「
時
計
」
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
ギ
リ
シ

ア
的
な
世
界
観
に
お
い
て
「
人
工
的
・
技
術
的
な
も
の
は
、
世
界
の
内
部
で
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
全
体
的
な
も
の
と
し
て
の
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世
界
統
治
の
威
厳
を
持
ち
う
る
こ
と
が
な
い
」 （P

M
94

） 

か
ら
で
あ
る
。
人
工
的
な
も
の
は
、
自
然
の
事
柄
の
「
模
倣
」
と
し
て
、
最

初
か
ら
欠
陥
の
あ
る
代
用
品
と
し
て
そ
こ
で
は
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
・
神
学
的
動
機
の
も
と
で
は
、
機
械
論
的
な
宇
宙
観
が
表
立
っ
て
く
る
。
例
え
ば
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ

ウ
ス
は
ス
ト
ア
派
的
な
有
機
体
的
世
界
モ
デ
ル
に
対
抗
し
、
機
械
的
世
界
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
『
神
学

教
程
』
に
お
け
る
次
の
節
を
紹
介
す
る
。「
そ
し
て 

﹇
世
界
﹈ 

は
、
そ
れ
が
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
生
物
で
は
な
い
。
と
い
う

の
も
生
物
は
創
造
さ
れ
ず
、
生
ま
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
建
て
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
端
的
に
家
や
船
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
世
界
の
何
ら
か
の
創
造
者
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
そ
れ
は
神
で
あ
る
。
一
方
に
創
造
さ
れ
た
世
界
は

あ
る
だ
ろ
う
し
、
他
方
の
側
に
そ
れ
を
創
造
し
た
か
の
者
が
い
る
」 （II 5,37

）。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
は
機
械
論
的
隠
喩
に
よ
っ
て
神
の
明
白
な
超
越
性
を
担
保
し
て
い
る
。
世
界
は
「
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
生
み
出
さ
れ

た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体
で
は
神
的
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
な
「
消
費
対
象
」
で
あ
る
」 （P

M
97

）。

さ
ら
に
時
代
を
下
り
、
例
え
ば
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
創
造
者
と
し
て
の
神
と
創
造
さ
れ
た
世
界
と
い
う
関
係
性
は
、
人
間
精
神

を
理
解
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
す
な
わ
ち
設
計
能
力
こ
そ
が
人
間
精
神
の
概
念
に
と
っ
て
模
範
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー

メ
ン
ベ
ル
ク
が
着
目
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
隠
喩
的
な
も
の
に
特
有
の
推
移
系
列
で
あ
る
。
神
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
た
天
文
学

的
運
動
が
、
モ
デ
ル
と
し
て
、
い
ま
や
人
間
精
神
の
場
へ
と
置
き
据
え
ら
れ
る
。

モ
デ
ル
は
理
論
的
客
観
化
の
要
求
か
ら
本
質
的
に
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
も
の
の
位
置
に 

〔
代
わ
り
に
〕 

投
影 

（pro-

jiziert

） 

さ
れ
る
。
こ
の
経
過
の
構
造
は
私
た
ち
に
と
っ
て
す
で
に
ま
っ
た
く
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
が
「
絶

対
的
隠
喩
」
の
構
造
な
の
で
あ
る
。
近
代
的
宇
宙
論
の
機
械
観
は
、
人
間
精
神
の
働
き
に
よ
る
新
た
な
概
念
形
成
を
そ
の
前
提
と

し
た
絶
対
的
隠
喩
の
展
開
で
あ
る
。（P

M
98

）
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こ
こ
か
ら
議
論
は
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
機
械
世
界
、
さ
ら
に
「
書
物
」
と
し
て
の
世
界
の
隠
喩
を
検
討
し
、
啓
蒙
主
義
の
時
計
モ
デ

ル
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
隠
喩
使
用
に
ま
で
至
る
。
デ
カ
ル
ト
的
、
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
世
界
理
解
に
と
っ
て
、
モ
デ
ル
化
は

余
計
な
も
の
に
見
え
る
が
、
隠
喩
学
者
は
そ
こ
に
、
思
考
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
て
い
る
「
背
景
」
を
読
み
取
る
の
で
あ
る（

31
）

。

第
四
節
　
初
期
隠
喩
学
の
残
さ
れ
た
課
題

こ
こ
ま
で
「
真
理
の
隠
喩
と
し
て
の
光
」
か
ら
講
演
「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー
ゼ
」
の
分
析
を
経
て
、
そ
こ
か
ら
『
隠
喩
学
の
た
め

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
の
記
述
に
対
す
る
整
理
を
試
み
た
。
十
九
六
〇
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
初
期
隠
喩
学
構
想
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ

た
の
は
、
概
念
史
研
究
に
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
隠
喩
学
が
概
念
史
研
究
に

対
し
て
担
う
役
割
が
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
批
判
的
な
い
し
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
曖
昧
な
ま
ま
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
曖
昧

さ
は
概
念
な
い
し
概
念
的
思
考
に
対
す
る
隠
喩
の
位
置
が
多
様
な
表
現
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
も
連
関
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
隠
喩
は
概
念
形
成
の
「
前
領
域
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
促
進
す
る
「
触
媒
的
領
域
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
思
考
の
下
部

構
造
」
と
し
て
体
系
的
思
考
の
結
晶
化
を
担
い
つ
つ
、
思
考
が
実
際
に
働
く
際
の
「
背
景
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
混
然
一
体

と
し
て
融
け
合
っ
て
い
た
の
が
初
期
隠
喩
学
の
特
徴
で
も
あ
る
。

た
し
か
に
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
曖
昧
さ
は
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
に
固
有
の
制
約
に
由
来
す
る
の
で
あ

り
、
概
念
的
思
考
に
対
す
る
隠
喩
使
用
の
機
能
に
つ
い
て
は
「
体
系
論
」
に
お
い
て
明
確
に
整
理
さ
れ
解
決
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
し
か

し
な
が
ら
隠
喩
学
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
と
「
体
系
論
」
と
い
う
初
期
隠
喩
学
で
明
示
さ
れ
た
こ
の
区
別
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
は
っ
き
り
し
な
い
。「
隠
喩
史
の
類
型
論
」
と
し
て
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
」
を
本
来
的
隠
喩
学
へ
の
導
入
と

し
て
捉
え
る
と
し
て
も
、
類
型
の
先
取
り
的
な
発
見
が
そ
の
後
の
考
察
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
う
る
の
か
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
六
章
で
、「
背
景
隠
喩
法
」
が
「
隠
喩
学
の
体
系
論
」
に
関
わ
る
中
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核
的
課
題
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
類
型
の
発
見
と
い
う
作
業
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
歴
史
性
を
示
す
隠
喩
史
の
実
際

的
な
検
討
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
第
六
章
の
歴
史
記
述
は
す
で
に
し
て
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
背
景

隠
喩
法
」
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
疑
問
は
、
後
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
想
展
開
を
見
る
な
ら
、
ま
す
ま
す
掻
き
立
て
ら
れ
る
も
の
で
も

あ
る
。
次
に
見
る
よ
う
に
、
七
〇
年
代
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
概
念
史
研
究
を
隠
喩
学
に
対
す
る
「
限
定
」
と
し
て
反
省
的
に
把
握

し
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
隠
喩
学
は
真
価
を
獲
得
す
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
反
省
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
。
概
念
史
研
究
の
限
定
か
ら
解
放
さ
れ
た
隠
喩
学
と
は
ど
の
よ
う
な
思
考
で
あ
る
の
か
。
次
章
で
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
三
章
　
理
論
的
好
奇
心
を
駆
り
立
て
る
も
の 

― 

隠
喩
学
か
ら
非
概
念
性
の
理
論
へ

第
一
節
　
視
点
の
方
向
転
換

『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
発
表
の
ほ
ぼ
二
〇
年
後
に
あ
た
る
一
九
七
九
年
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
『
観
望
者
の
い
る
難

破
船
』 （Schiffbruch m

it Z
uschauer, 1979

） 

最
終
章
「
非
概
念
性
の
理
論
へ
の
展
望
」 （A

usblick auf eine T
heorie der U

nbegrif-

flichkeit

） 

で
、
隠
喩
学
の
自
己
理
解
に
対
す
る
「
幾
ば
く
か
の
変
化
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

エ
ー
リ
ヒ
・
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
は
一
九
六
〇
年
に
〔
私
の
〕『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
を
そ
の
雑
誌
『
概
念
史
ア
ー
カ

イ
ブ
』
に
収
め
た
。
そ
の
と
き
彼
は
編
集
者
と
し
て
そ
れ
を
、
彼
自
身
が
ま
さ
に
着
手
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
概
念
史
」
の
た
め

の
補
足
的
な
方
法
論
と
見
な
し
て
い
た
。
そ
れ
以
来
、
隠
喩
学
の
機
能
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
指
し
示

す
も
の
に
つ
い
て
は
幾
ば
く
か
の
変
化
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
い
ま
や
隠
喩
使
用
は
、
非
概
念
性 

（U
nbegrifflichkeit

） 

に
関
す

る
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
特
殊
ケ
ー
ス
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。（SZ

87

）
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八

こ
こ
で
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
「
非
概
念
性
」
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
に
隠
喩
使
用
の
問
題
を
包
括
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
り
概
念
史
研
究
と
い
う
当
初
与
え
ら
れ
て
い
た
限
定
が
取
り
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
初
期
隠
喩
学
は
「
概
念
形
成
の
前
領
域
」
を
主

題
化
す
る
こ
と
で
概
念
史
研
究
へ
の
寄
与
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
ま
や
「
隠
喩
使
用
は
も
は
や
、
手
探
り
で
理
論
を
構

想
し
よ
う
と
す
る
際
の
主
要
な
領
域
と
し
て
、
あ
る
い
は
概
念
形
成
の
前
領
域
と
し
て
、
あ
る
い
は
専
門
言
語
が
い
ま
だ
固
め
ら
れ
て

い
な
い
状
況
に
お
け
る
間
に
合
わ
せ
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
」 （SZ ebenda.

）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
概
念
的
思
考
を
可

能
化
す
る
「
絶
対
的
隠
喩
」
の
機
能
と
い
う
隠
喩
学
の
中
心
テ
ー
マ
に
つ
い
て
さ
え
、
さ
ら
に
そ
の
基
礎
が
掘
り
下
げ
ら
れ
る
べ
き
だ

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
や
視
線
の
方
向
は
逆
転
し
た
（die B

lickrichtung habe sich um
gekehrt

）、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
も
は

や
、
と
り
わ
け
概
念
性
の
構
築
に
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
動
機
づ
け
を
絶
え
ず
後
ろ
立
て
て
い
る
も

の 

― 

絶
え
ず
現
前
に
引
き
留
め
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も 

― 

と
し
て
の
生
活
世
界
へ
の
、
遡
行
的
な
結
び
つ
き

（die rückw
ärtigen Verbindungen zur L

ebensw
elt als dem

 ständigen…
 M

otivierungsrückhalt aller T
heorie

） 

に
も
関

連
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（SZ ebenda.

）

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
問
題
意
識
は
概
念
形
式
の
観
点
に
は
も
は
や
限
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
隠
喩
学
は
い
ま
や
「
生
活
世

界
」
の
理
論
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
「
非
概
念
性
の
理
論
」
へ
と
拡
張
す
る
。
生
活
世
界
か
ら
誘
発
さ
れ
る
の
は
隠
喩
だ
け
で
は

な
く
、
そ
こ
に
は
科
学
や
学
問
一
般
の
理
論
定
立
の
動
機
も
ま
た
含
ま
れ
る
。
注
意
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
拡
張

に
基
づ
く
こ
と
で
、
隠
喩
学
の
試
み
が
全
体
と
し
て
撤
回
さ
れ
る
の
で
も
、
隠
喩
が
考
察
の
対
象
と
し
て
特
権
的
な
地
位
を
剥
奪
さ
れ

る
わ
け
で
も
な
い
。
問
題
な
の
は
、
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
隠
喩
に
対
す
る
着
眼
点
を
変
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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初
期
隠
喩
学
は
概
念
的
思
考
の
「
背
景
」
を
隠
喩
使
用
に
見
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
隠
喩
使
用
の
「
背
景
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ

る
。

第
二
節
　
理
論
的
好
奇
心
の
示
準
化
石
と
し
て
の
隠
喩

で
は
、
こ
う
し
た
方
向
転
換
の
先
に
、
隠
喩
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
新
た
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
が
学
問
に
対
し
て
真
理
な
る
も
の
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
う
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

も
、
い
ま
や
知
る
こ
と
の
失
望
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
を
な
ぜ
私
た
ち
が
知
ろ
う
と
欲
し
た
の
か
、
私
た
ち
は
少
な
く
と
も
そ

れ
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
諸
々
の
隠
喩
は
、
理
論
的
好
奇
心
を
裁
定
し
て
い
る
沈
殿
層
に
つ
い
て
推
定
す

る
た
め
の
示
準
化
石 

（L
eitfossilien einer archaischen Schicht des P

rozesses der theoretischen N
eugierde

） 

で
あ
る
。

こ
の
層
が
深
く
沈
殿
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
時
代
錯
誤
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
必
要
は
な
い
。
理
論
的
好
奇
心
の

刺
激
や
真
理
へ
の
期
待
の
充
実
へ
と
戻
る
道
は
そ
も
そ
も
何
も
な
い
の
だ
か
ら
。（SZ ebenda.

）

か
つ
て
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
隠
喩
学
者
は
原
理
的
に
解
答
不
可
能
な
問
い
に
対
し
て
隠
喩
を
駆
使
し
応
答
す
る
こ
と
を
自
身
の

任
務
と
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
出
現
し
た
隠
喩
使
用
を
記
述
す
る
。
そ
の
意
味
で
研
究
対
象
と
距
離
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
ま

た
そ
の
距
離
は
保
た
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
が
こ
こ
で
は
一
段
と
深
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
隠
喩
学
的
に
距
離
を
保
つ

の
は
、
た
だ
隠
喩
使
用
の
機
能
を
歴
史
学
的
に
見
定
め
る
た
め
だ
け
で
は
も
は
や
な
い
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
隠
喩

学
的
遂
行
の
「
な
ぜ
」
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
の
よ
う
に
、「
哲
学
と
し
て
の
概
念
史
」
へ
と
直
接
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す

る
態
度
に
は
、
一
九
六
〇
年
前
後
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
も
ま
た
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
こ
で
は
な
お
自
身
の
隠
喩
学
こ
そ
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が
、
概
念
史
研
究
あ
る
い
は
哲
学
へ
の
基
礎
を
担
う
と
い
う
自
負
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
ま
た
一
段
と
メ
タ
的

な
視
点
が
取
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
地
平
を
形
成
し
て
い
る
も
の
は
期
待
で
は
な
く
そ
の
断
念
で
あ
る
。
こ
の
断
念
が
か
つ
て
の
期

待
へ
の
省
察
を
促
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
非
概
念
性
の
理
論
」
に
は
か
つ
て
の
隠
喩
学
に
対
す
る
自
己
省
察
の
側
面

が
認
め
ら
れ
る
。

隠
喩
も
ま
た
そ
の
視
点
か
ら
捉
え
返
さ
れ
る
。『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
な
さ
れ
て
い
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
諸
規
定

（
触
媒
的
領
域
、
思
考
の
下
部
構
造
…
） 

と
比
較
す
れ
ば
、「
示
準
化
石
」
と
い
う
控
え
め
さ
が
こ
こ
で
は
目
に
付
く
。
い
ず
れ
に
し
て

も
こ
の
新
た
な
規
定
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
本
章
で
は
隠
喩
学
の
こ
の
よ
う
な
変
化

が
い
か
な
る
思
考
を
な
お
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
考
の
歩
み
を
背
景
問
題
の
深
化
と
し

て
理
解
す
る
た
め
の
糸
口
が
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い（

32
）

。

第
三
節
　
理
論
的
好
奇
心
を
駆
り
立
て
る
も
の
と
抑
制
す
る
も
の

隠
喩
と
は
「
理
論
的
好
奇
心
を
裁
定
し
て
い
る
沈
殿
層
に
つ
い
て
推
定
す
る
た
め
の
示
準
化
石
」
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
規
定
を
検

討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
い
く
つ
か
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
ま
ず
「
理
論
的
好
奇
心
を
裁
定
し
て
い
る
」
と
訳
し
た
部
分 

（
ド

イ
ツ
語
で
はdes P

rozesses der theoretischen N
eugierde

） 
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
初
版
が
一
九
六
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
近
代
の

正
統
性
』 （L
egitim

ität der N
euzeit

） 

第
三
部
の
タ
イ
ト
ル
に
相
当
す
る
。
日
本
語
の
訳（

33
）

書
で
は
「
理
論
的
好
奇
心
に
対
す
る
審
判
の

プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
訳
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。P

rozeß

と
い
う
語
に
は
「
訴
訟
」
と
「
経
過
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
り
、
ブ

ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
も
そ
の
両
側
面
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
第
一
章
「
理
論
的
動
因
が
妨
害
に
弱
い
こ
と
」 （L

N
 263 -277

） 

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
題
と
な
る 

「
理
論
的
好
奇
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心
」
は
現
代
で
は
科
学
の
進
展
を
促
す
動
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
科
学
は
私
た
ち
の
至
福
を
目
指
す
た
め
の
道
具
で
は
な

く
、
そ
れ
自
身
の
動
機
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
「
理
論
的
好
奇
心
」
と
い
う
情
念
的
な
も
の
が
動
員
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
史
を
通
じ
て
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
理
論
的

好
奇
心
に
場
所
を
与
え
現
在
の
私
た
ち
の
関
心
を
そ
れ
に
よ
っ
て
駆
動
し
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
解
明
す
る
た

め
に
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
古
代
か
ら
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
フ
ロ
イ
ト
に
至
る
ま
で
の
好
奇
心
論
の
歴
史
を
叙
述
す
る
。
そ
の
際
に

考
察
の
軸
と
な
る
の
が
、
理
論
的
好
奇
心
そ
の
も
の
の
生
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
一
般
的
に
認
可
し
肯
定
す

る
も
の
、
あ
る
い
は
逆
に
そ
れ
に
審
判
を
下
し
抑
制
す
る
も
の
な
の
で
あ
る（

34
）

。

こ
こ
で
す
で
に
「
理
論
的
好
奇
心
」
を
駆
り
立
て
る
「
背
景
」
へ
の
主
題
的
な
問
題
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
近
代
性
を

ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
『
近
代
の
正
統
性
』
と
い
う
著
作
全
体
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
、
中
世
神
学
的
な
裁
き
か
ら
の

解
放
に
よ
る
好
奇
心
の
近
代
的
推
奨
と
い
う
側
面
に
記
述
の
焦
点
が
絞
ら
れ
る
た
め
、
先
ほ
ど
ま
で
確
認
し
て
き
た
初
期
隠
喩
学
の
議

論
と
積
極
的
に
結
び
つ
く
も
の
は
少
な
い
。「
理
論
的
好
奇
心
の
裁
き
」
の
問
題
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
隠
喩
学
の
射
程
を
再
設
定
す

る
と
い
う
作
業
は
、
む
し
ろ
『
近
代
の
正
統
性
』
以
降
の
課
題
と
な
る
。

第
四
節

　
概
念
史
研
究
か
ら
の
独
立

一
九
七
一
年
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
『
概
念
史
ア
ー
カ
イ
ブ
』
誌
に
「
隠
喩
に
つ
い
て
の
観
察
」 （B

eobachtungen an M
et-

aphern

） 

と
題
し
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。「
観
察
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
お
よ
び
論
文
内
で
の
い
く
つ
か
の
モ
チ
ー
フ 

（
現
存
在
の

隠
喩
と
し
て
の
航
海
、
難
破
、
観
望
者
） 

は
一
九
七
九
年
『
観
望
者
の
い
る
難
破
船
』
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら

ず
、「
非
概
念
性
の
理
論
へ
の
展
望
」
へ
と
つ
な
が
る
よ
う
な
隠
喩
学
の
捉
え
直
し
が
こ
こ
で
す
で
に
見
ら
れ
る
の
も
、
本
論
文
の
観

点
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
。
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五
二

そ
の
第
一
章
「
観
察
者
を
局
限
す
る
こ
と
」 （I. L

okalisierung des B
eobachters

） 

で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
ま
ず
、『
哲
学
の

歴
史
的
辞
典
』 （H

W
P

h

） 

第
一
巻 

（
同
年
の
一
九
七
一
年
刊
） 

巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
ヨ
ア
ヒ
ム
・
リ
ッ
タ
ー
の
「
諦
め
」
に
言
及
し
て

い
る
。
概
念
史
に
関
す
る
共
同
研
究
の
最
大
の
成
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
『
哲
学
の
歴
史
的
辞
典
』
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
根
本

的
な
問
題
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
隠
喩
を
そ
こ
に
収
集
す
る
こ
と
を
断
念
し
た（

35
）

。

リ
ッ
タ
ー
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に（

36
）

、『
哲
学
の
歴
史
的
辞
典
』
は
ル
ド
ル
フ
・
ア
イ
ス
ラ
ー
に
よ
る
『
哲
学
的
概
念
辞
典
』

（
一
八
九
九
年
） 

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
引
き
継
ぎ
補
完
す
る
と
い
う
理
念
を
抱
い
て
い
た
。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
コ
ン
ト
主
義
者
で

あ
っ
た
ア
イ
ス
ラ
ー
と
の
こ
の
結
び
つ
き
が
、
リ
ッ
タ
ー
の
企
て
に
対
し
、
概
念
論
を
一
義
的
に
整
備
す
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
理
想

と
、
歴
史
的
に
自
己
把
握
す
る
哲
学
と
の
間
で
の
緊
張
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
指
摘
す
る 

（B
M

 162

）。
そ
の
緊
張
を
解
消
し
両
者
を

一
致
さ
せ
る
こ
と
が
概
念
史
研
究
に
向
け
ら
れ
た
期
待
で
あ
り
要
求
で
あ
っ
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
的
理
想
に
対
す
る
根
底
的
な
疑
念
を
抱
く
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
的
隠
喩
学
の
問
題
提
起
が
『
哲
学
の
歴
史

的
辞
典
』
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
え
な
い
と
い
う
の
は
当
然
の
帰
結
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
概
念
史
研
究
に
と
っ
て
、
た
し
か
に

隠
喩
学
は
な
お
「
概
念
形
成
の
発
生
的
構
造
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
補
助
」 （B

M
 163

） 

と
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
後
者
が
概
念
的
一
義
性
へ
の
到
達
を
「
想
像
的
背
景
と
生
活
世
界
の
手
引
き
の
貧
困
化
」 （B

M
 ebenda.

） 

の
結
果
と
し

て
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
だ
と
す
れ
ば
隠
喩
学
者
は
な
お
概
念
史
研
究
の
理
想
に
付
き
合
い
続
け
る
必
要
は
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

予
想
さ
れ
た
決
裂
が
こ
う
し
て
現
実
の
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
隠
喩
学
は
概
念
史
研
究
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
、

自
身
に
固
有
の
課
題
へ
と
直
接
的
に
向
か
い
合
う
機
会
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。



背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

五
三

隠
喩
学
は
そ
の
対
象
性
に
関
し
て
概
念
形
成
の
前
領
域 

（Vorfeld

） 

や
下
部
構
造 

（Substruktur

） 

と
し
て
見
な
さ
れ
て
も
よ
い

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
逆
の
方
向
で
、
構
成
に
関
わ
る
利
用
手
段
を
生
活
世
界
に
お
け
る
成
り
立
ち
へ
と
遡
求
し
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
の
可
能
性 

（R
ückführbarkeit

） 

を
開
示
す
る
。
構
成
の
手
段
は
た
し
か
に
そ
こ
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
多

様
な
仕
方
で
背
後
に
結
び
つ
け
ら
れ
て 

（zurückbezogen

） 

い
る
。
生
活
世
界
は
加
工
さ
れ
う
る
素
材
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
加
工
に
反
対
し
、
そ
こ
で
果
た
さ
れ
た
も
の
を
承
認
す
る
こ
と
に
反
対
し
も
す
る
差
分
化
さ
れ
た
抵
抗
構
造
を

備
え
も
し
て
い
る
。（B

M
 164

）

隠
喩
学
の
意
義
は
概
念
形
成
論
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
隠
喩
使
用
が
開
示
す
る
生
活
世
界
へ
の
結
び
つ
き
こ
そ
、
改
め
て

主
題
化
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
し
た
視
点
自
体
は
た
し
か
に
、
生
活
世
界
と
い
う
術
語
は
登
場
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

初
期
隠
喩
学
に
お
い
て
も
ほ
の
め
か
さ
れ
て
は
い
た
。
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
隠
喩
が
思
考
の
背
景
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
「
背
景
隠
喩

法
」
が
「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー
ゼ
」
お
よ
び
『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
六
章
で
論
じ
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
言
語
に

よ
る
先
行
的
な
規
定
と
「
イ
メ
ー
ジ
の
蓄
積
と
選
択
」
に
よ
る
「
誘
導
」
と
い
う
現
象
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
本
論
文
第
一

章
第
九
節
、
第
十
節
参
照
）。
と
は
い
え
そ
こ
で
は
概
念
史
研
究
と
の
連
携
と
い
う
限
定
の
中
で
、「
背
景
」
の
問
題
系
は
他
の
性
格
づ

け
（
概
念
形
成
の
前
領
域
、
思
考
の
下
部
構
造
な
ど
）
と
並
ぶ
観
点
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
ま
や
概
念
史
研
究
か
ら
独
立
の
学

問
的
作
業
領
域
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
隠
喩
学
の
中
心
的
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
非
概
念

性
の
理
論
へ
の
展
望
」
で
の
隠
喩
に
対
す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
「
理
論
的
好
奇
心
を
裁
定
し
て
い
る
沈
殿
層
に
つ
い
て
推
定
す
る
た
め

の
示
準
化
石
」
と
し
て
の
隠
喩
と
訳
し
た
規
定
の
「
沈
殿
層
」 （die archaische Schicht

、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
地
層
） 

と
い
う
事
柄
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
五
節
　
隠
喩
使
用
と
生
活
世
界

「
背
景
隠
喩
法
」
は
「
隠
喩
学
の
体
系
論
」
の
課
題
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
予
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
を
重
視
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
隠
喩
学
を
概
念
史
研
究
か
ら
切
り
離
し
、「
背
景
」
の
問
題
系
へ
と
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
初
期
か
ら
見
通

し
が
立
て
ら
れ
て
い
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
生
活
世
界
論
の
導
入
も
、
以
前
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
そ
の
よ
う
な
下
地
の
も
と
で
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
と
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
隠
喩
学
を
再
編
成
し
、

そ
の
視
点
の
方
向
を
転
換
さ
せ
る
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
自
身
の
本
来
的
な
関
心
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
隠
喩
と
生
活
世
界
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。
そ
の
関
連
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク

は
何
を
狙
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

論
文
「
隠
喩
に
つ
い
て
の
観
察
」
第
一
章
で
は
、
観
察
主
体
の
隠
喩
と
し
て
の
「
観
望
者
」 （Zuschauer

） 

の
問
題
と
絡
め
て（

37
）

、
隠

喩
の
背
景
的
性
格
が
さ
ら
に
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
背
景
モ
チ
ー
フ
に
限
定
し
て
議
論
を
追
跡
し
て
お
き
た
い
。「
隠
喩
は

想
像
的
文
脈
へ
と
入
っ
て
い
く 

（M
etaphern ziehen in im

aginative K
ontexte hinein

）。
そ
う
し
て
比
喩
が
隠
喩
か
ら
明
示
的
に

生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
明
示
性
が
達
成
さ
れ
な
い
な
ら
、
方
向
づ
け
は
背
景
的
に
（hintergründig

）
留
ま
り
う
る
」 （B

M
 167

）。
こ

の
明
示
化
さ
れ
な
い
「
想
像
的
文
脈
」
が
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
捉
え
る
生
活
世
界
の
構
造
で
あ
り
、
隠
喩
は
そ
こ
を
行
き
来
す
る
。

往
来
す
る
中
で
そ
れ
が
比
喩
と
し
て
明
示
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
暗
示
的
な
ま
ま
に
そ
れ
が
背
景
と
し
て
方
向
づ
け
を
行
う
可
能

性
も
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
た
ち
は
諦
め
や
か
の
「
打
消
し
」
を
確
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て

い
る
。
生
活
世
界
は
無
効
化
と
対
峙
す
る
世
界 

（W
elt auf W

iderruf

） 
で
あ
る
。
隠
喩
は
こ
の
克
服
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事

柄
を
露
わ
に
す
る
も
の
の
範
例
で
あ
る
。
隠
喩
の
中
で
未
規
定
的
な
期
待
地
平
は
ひ
と
ま
ず
分
節
化
さ
れ
る
。（B

M
 170

）



背
景
化
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景

五
五

隠
喩
は
生
活
世
界
に
属
す
る
期
待
の
地
平
を
特
有
の
仕
方
で
分
節
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
明
示
的
に
分
節
化
さ
れ
た
事
柄
を

知
ら
ぬ
間
に
そ
こ
へ
と
引
き
戻
し
、
引
き
留
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
概
念
的
に
構
築
さ
れ
た
世
界
に
対
し
て
妨
害
や
抵

抗
を
実
行
す
る
。
こ
の
抵
抗
機
能
に
、
概
念
形
成
の
前
領
域
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
隠
喩
使
用
の
側
面
が
示
さ
れ
て
い
る
と
ブ
ル
ー
メ
ン

ベ
ル
ク
は
考
え
る
。

隠
喩
の
空
間
と
は
不
可
能
な
、
失
敗
し
た
、
あ
る
い
は
ま
だ
固
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
概
念
形
成
の
空
間
で
あ
る
。
概
念
性
の

規
範
は
諸
々
の
先
行
的
な
方
向
設
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
必
然
的
に
、
規
範
領
域
と
そ
の
体
系
構
築
の
外
側
に
あ
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
解
消
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
発
生
に
も
っ
ぱ
ら
関
わ
る
前
領
域
を
成
し
て
い

る
の
で
も
な
い
。（B

M
 171

）

第
六
節
　
隠
喩
の
人
間
学

こ
こ
か
ら
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
考
察
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
、
い
わ
ば
「
人
間
学
的
」 （anthropologisch

） 

な
観
点
を
含

ん
で
く
る
。
私
た
ち
人
間
の
期
待
は
な
ぜ
概
念
に
よ
る
明
示
的
な
確
証
を
得
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
お
隠
喩
に
頼
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
か
。
し
か
も
な
ぜ
そ
れ
に
よ
っ
て
概
念
的
世
界
に
対
し
て
抵
抗
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
隠
喩
は
私
た
ち
の
生
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
の
も
と
で
、
隠
喩
使
用
が
再
検
討
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
新
た
な
問
題
に
関
連
し
て
、「
隠
喩
に
つ
い
て
の
観
察
」
最
終
章
「
文
化
批
判
の
背
景
隠
喩
法
」 （H

intergrundm
eta-

phorik der K
ulturkritik, B

M
 212 -214

） 

で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
隠
喩
が
理
論
的
に
確
保
さ
れ
た
領
域
を
越
え
る
先
行
把
握
的

な
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
。
人
間
は
隠
喩
に
よ
っ
て
い
わ
ば
何
か
を
察
知
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
隠
喩
に
は
そ
こ
で
受
け
取
ら
れ
た
も
の
、
例
え
ば
目
の
前
に
迫
る
危
機
に
対
し
て
万
全
に
対
処
で
き
る
能
力
が
な
い
。
む
し
ろ
そ
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の
完
全
な
克
服
を
図
る
概
念
構
築
に
対
し
て
「
待
っ
た
」
を
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

隠
喩
の
機
能
は
リ
ス
ク
と
安
全
確
保
の
こ
の
二
元
性 

（D
ualität von R

isiko und Sicherung

） 

か
ら
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
。
そ

れ
は
直
観
性
の
示
唆
を
利
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
概
念
形
成
の
前
段
階
や
基
礎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
概
念
形
成
を
ま
た
妨
害

し
、
自
身
が
示
唆
す
る
方
向
へ
と
そ
れ
を
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。（B

M
 212

）

隠
喩
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
生
の
諸
問
題
へ
と
対
処
す
る
た
め
の
窮
余
の
策
と
し
て
理
解
で
き
る（

38
）

。
こ
う
し
た
隠
喩
の
人
間
学
的
側

面
に
関
わ
る
問
題
を
、
隠
喩
の
場
所
で
あ
る
「
修
辞
学
」 （R

hetorik

、
修
辞
、
レ
ト
リ
ッ
ク
） 

と
絡
め
て
さ
ら
に
主
題
的
に
考
察
す
る

の
が
、「
隠
喩
に
つ
い
て
の
観
察
」
と
同
年 

（
一
九
七
一
年
） 

に
公
表
さ
れ
た
論
文
「
修
辞
学
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
人
間
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
」 （A

nthroporogische A
nnährung an die A

ktualität der R
hetorik

） 

で
あ
る
。
と
り
わ
け
ゲ
ー
レ
ン
の
「
欠
陥
存
在
」

（M
ängelw

esen

）
と
し
て
の
人
間
と
い
う
規
定
に
依
拠
し
つ
つ
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
こ
で
隠
喩
使
用
が
属
す
る
修
辞
学
的
状

況
の
前
提
を
「
明
証
性
欠
如
と
行
動
切
迫
」 （E

videnzm
angel und H

andlungszw
ang, A

A
 145

） 

と
し
て
捉
え
る
。
手
近
な
直
観
性

を
利
用
し
て
隠
喩
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
明
晰
判
明
な
理
解
が
追
い
つ
か
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
動
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
人

間
が
、
急
場
凌
ぎ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
用
い
る
苦
肉
の
策
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
完
全
な
手
段
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
存
在
者
と

し
て
、「
人
間
は
自
己
自
身
に
対
し
て
直
接
的
な
関
係
や
、
純
粋
に
「
内
的
な
」
関
係
を
持
た
な
い
」 （A

A
 134

）。
こ
の
「
自
己
外
性

の
構
造
」 （Struktur der Selbstäußerlichkeit

） 

を
も
と
に
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
「
人
間
は
そ
の
状
況
が
隠
喩
的
で
は
な
く
、
す

で
に
そ
の
構
造
そ
の
も
の
が
潜
在
的
に
隠
喩
的
な
の
で
あ
る
」 （A

A
 135

） 
と
結
論
づ
け
て
い
る
。



背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

五
七

お
わ
り
に
　
何
故
知
ろ
う
と
欲
し
た
の
か 

― 

背
景
を
主
題
化
す
る
こ
と
の
哲
学
的
射
程

こ
れ
ま
で
初
期
隠
喩
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
か
ら
七
〇
年
代
の
人
間
学
化
に
至
る
ま
で
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
考
展
開
を
概
観
し

て
き
た
。
概
念
形
成
の
前
領
域
と
体
系
的
思
考
の
下
部
構
造
を
主
題
化
す
る
作
業
と
し
て
構
想
さ
れ
た
隠
喩
学
の
試
み
は
、
隠
喩
使
用

の
「
な
ぜ
」
に
立
ち
返
り
そ
の
問
い
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
生
活
世
界
論
や
人
間
学
の
議
論
を
呼
び
込
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
視
線

の
方
向
転
換
」
は
一
方
で
概
念
史
研
究
か
ら
の
距
離
化
と
、
本
来
的
な
隠
喩
学
に
固
有
の
管
轄
領
域
を
囲
い
込
む
意
図
を
持
っ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
本
論
文
の
考
察
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
表
向
き
の
「
転
換
」
の
背
後
で
、「
背
景
」
の
問
題
系
に
対

す
る
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
一
貫
し
た
視
座
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
隠
喩
が
思
考
や
決
断
を
誘
導
す
る
と
い
う
「
背
景
隠
喩

法
」
は
、
生
活
世
界
論
と
結
び
つ
く
素
地
を
当
初
か
ら
備
え
て
い
た
。「
非
概
念
性
の
理
論
」
と
し
て
新
た
に
展
開
し
た
隠
喩
学
は
、

背
景
と
し
て
の
生
活
世
界
に
、
文
脈
の
攪
乱 
（SZ

88

（
39
）

）、
概
念
的
な
一
義
性
へ
の
抵
抗
や
引
き
戻
し
と
い
っ
た
具
体
的
な
性
格
づ
け
を

付
加
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
明
証
性
欠
如
と
行
動
切
迫
」
と
い
う
人
間
学
的
状
況
分
析
に
基
本
的
な
事
柄
と
し
て
、
人
間
存
在
の

隠
喩
的
構
造
を
指
摘
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
哲
学
的
人
間
学
上
の
一
般
化
さ
れ
た
テ
ー
ゼ

が
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
狙
い
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
最
大
限
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
論
文
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
例
え
ば
八
〇
年
代
後
半
に
出
版
さ
れ
た
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』 （M

atthäuspassion, 

1988

） 

最
終
章 

「
哲
学
者
の
神
の
過
剰
」 

が
、
神
概
念
の
崇
高
化
と
そ
の
抑
制
が
も
た
ら
す
「
歴
史
的
真
空
恐
怖
」 （der geschichtli-

che horror vacui, M
P

 306

） 

を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
主
題
的
関
心
が
な
お
「
背
景
」
に
向
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
間
学
が
隠
喩
使
用
の
背
景
を
語
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク

は
明
ら
か
に
哲
学
者
・
神
学
者
た
ち
の
思
考
を
駆
り
立
て
る
背
景
と
し
て
、
あ
る
い
は
私
た
ち
に
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
時
代
診
断
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を
下
さ
せ
る
「
背
景
」
と
し
て
、
概
念
史
の
機
能
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
隠
喩
使
用
で
も
、
人
間
学
的
事
実
で
も
な
く
、
こ
こ

で
は
概
念
の
歴
史
こ
そ
が
背
景
と
な
る
。
概
念
史
へ
の
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
思
想

的
核
心
を
、「
非
概
念
性
の
理
論
」
や
「
隠
喩
学
」
な
ど
と
い
っ
た
ラ
ベ
リ
ン
グ
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
敢
え
て
誇
張
的
に
言
え
ば
、
人
間
学
も
生
活
世
界
論
も
「
背
景
」
の
問
題
系
へ
の
考
究
の
途
上
で
試
験
的
に
呼
び
込
ま
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
本
論
文
は
見
よ
う
と
し
た
。

「
背
景
」
の
問
題
系
へ
と
定
位
す
る
よ
う
促
す
も
の
と
は
何
か
。『
観
望
者
の
い
る
難
破
船
』「
非
概
念
性
の
理
論
へ
の
展
望
」
の
一

節
を
再
び
引
用
し
て
お
こ
う
。「
我
々
が
学
問
に
対
し
て
真
理
な
る
も
の
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
う
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
い
ま
や
知
る
こ
と
の
失
望
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
を
な
ぜ
我
々
が
知
ろ
う
と
欲
し
た
の
か
、
我
々
は

少
な
く
と
も
そ
れ
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
」（SZ

87

）。
背
景
へ
の
立
ち
返
り
は
こ
の
よ
う
な
断
念
か
ら
促
さ
れ
る
。
そ
れ
は

ま
た
私
た
ち
自
身
の
背
景
、
隠
喩
学
者
自
身
の
背
景
へ
と
直
接
的
に
向
か
お
う
と
す
る
道
に
対
す
る
諦
め
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
根
源

で
は
な
く
受
容
が
、
直
接
性
で
は
な
く
迂
回
が
本
質
化
す
る
。
そ
れ
ら
も
ま
た
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
固
有
の
哲
学
的
思
索
圏
を
全
体

と
し
て
照
ら
し
出
す
た
め
の
必
要
な
要
素
と
し
て
、
次
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
と
な
る（

40
）

。

 

※
本
研
究
は
二
〇
二
〇
年
度
京
都
大
学
人
文
学
連
携
研
究
者
制
度
（
受
入
教
員
：
杉
村
靖
彦
、
研
究
題
目
「
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
受
容
理
論
を
基
盤
と
し
た

宗
教
哲
学
」）、
お
よ
び
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
」（
研
究
課
題
「
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
神
話
・
宗
教
論
に
お

け
る
文
化
哲
学
的
受
容
概
念
の
研
究
」、
二
〇
二
〇
年
九
月
〜
二
〇
二
二
年
三
月
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

注

 

（
1
）　
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
版
を
使
用
し
、「
　
」
で
該
当
箇
所
を
明
示
す
る
と
と
も
に
（
　
）
内
に
略
号
と
頁
数
を
挙
げ
る
。

 O
D

: D
ie ontologische D

istanz. E
ine U

ntersuchung über die K
rise der P

hänom
enologie H

usserls, K
iel, U

niv., P
hilos. Fak., H

abil.-Schr., v. 



背
景
化
す
る
隠
喩
と
隠
喩
使
用
の
背
景

五
九

28.6.1950. 

（unpubliziert

）

 L
M

: L
icht als M

etapher der W
ahrheit. Im

 Vorfeld der philosophischen B
egriffsbildung, in: Ä

sthetische und m
etaphorologische Schriften, hrsg. 

von A
nselm

 H
averkam

p, Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 2001, S.139 -171.

 SL
: Schriften zur L

iteratur 1945 -1958, hrsg. von A
lexander Schm

itz und B
ernd Stiegler, B

erlin: Suhrkam
p, 2017.

 T
M

: T
hesen zu einer M

etaphorologie, in: A
rchiv für B

egriffsgeschichte 53, H
am

burg: Felix-M
einer, 2011, S.186 -189.

 P
M

: Paradigm
en zu einer M

etaphorologie, m
it K

om
m

entar von A
nselm

 H
averkam

p, Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 2013.

 L
N

: L
egitim

ität der N
euzeit. E

rneuerte A
usgabe, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 2012.

 B
M

: B
eobachtungen an M

etaphern, in: A
rchiv für B

egriffsgeschichte 15, H
am

burg: Felix-M
einer, 1971, S.161 -214.

 A
A

: A
nthropologische A

nnäherung an die A
ktualität der R

hetorik, in: W
irklichkeiten in denen w

ir leben. A
ufsätze und eine R

ede, Stuttgart: 

R
eclam

, 1981.

 T
U

: T
heorie der U

nbegrifflichkeit. A
us dem

 N
achlaß, hrsg. von A

nselm
 H

averkam
p, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 2007.

 SZ: Schiffbruch m
it Z

uschauer. Paradigm
a einer D

aseinsm
etapher, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1997.

 

（
2
）　
マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
の
「
ド
イ
ツ
文
学
文
書
館
」 （D

eutsches L
iteraturarchiv M

arbach

） 

に
所
蔵
さ
れ
た
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
遺
稿
、
と
り
わ
け

「
禁
じ
ら
れ
た
断
片
」 （U

N
F, unerlaubte F

ragm
ente

） 
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
た
九
箱
の
大
き
め
の
カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
に
収
め
ら
れ
た
資
料
か
ら
は
、
こ
れ

ま
で
研
究
蓄
積
を
補
完
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
て
新
た
な
像
を
結
ぶ
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が
さ
ま
ざ
ま
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

 

（
3
）　P

hilipp Stoellger, M
etapher und L

ebensw
elt. H

ans B
lum

enbergs M
etaphorologie als L

ebensw
eltherm

eneutik und ihr R
eligionsphänom

enolo-

gischer H
orizont, T

übingen: M
ohr Siebeck, 2000.

 

（
4
）　K

urt F
lasch, H

ans B
lum

enberg. P
hilosoph in D

eutschland. D
ie Jahre 1945 -1966, Frankfurt am

 M
ain: V

ittorio K
losterm

ann, 2017.

 

（
5
）　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
は
個
人
的
な
会
食
で
聴
い
た
と
い
う
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
自
身
の
回
顧
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る 

（F
lasch, a.a.O

., S.13 

以
下
、「
食
堂
で

の
プ
ロ
ロ
ー
グ
」）。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
こ
で
個
人
史
的
経
験
か
ら
彼
自
身
の
学
問
的
関
心
を
結
び
つ
け
て
語
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
神
学
生
と
し
て

出
発
し
た
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
学
問
キ
ャ
リ
ア
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
代
表
さ
れ
る
中
世
神
学
を
背
景
と
し
た
好
奇
心
の
抑
制
と
自
然
科
学
研
究
の
制

限
、
他
方
で
、
戦
時
にU

-B
oot

の
テ
レ
ス
コ
ー
プ
に
付
け
る
レ
ン
ズ
を
作
っ
て
い
た
経
験
と
近
代
科
学
の
進
展
が
あ
る 

（F
lasch, a.a.O

., S.15

）。

 

（
6
）　Jürgen G

oldstein, H
ans B

lum
enberg. E

in philosophisches Portrait, B
erlin: M

atthes &
 Seitz, 2020.
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（
7
）　G

oldstein, a.a.O
., S.40.

 
（
8
）　R

üdiger Zill, D
er absolute L

eser. H
ans B

lum
enberg. E

ine intellektuelle B
iographie, B

erlin: Suhrkam
p, 2020.

 

（
9
）　
そ
の
よ
う
な
観
点
に
よ
る
研
究
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。B

lum
enberg lessen. E

in G
lossar, hrsg.von R

obert B
uch &

 D
aniel W

eidner, 

Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 2014 

は
小
事
典
形
式
の
共
同
研
究
で
あ
り
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
を
枚
挙
し
、
各
文
献
で
ど
の

よ
う
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
方
面
に
拡
散
す
る
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
を
追
う
う
え
で
便
利
な
研
究
で
は
あ
る
。

と
は
い
え
本
研
究
の
取
り
上
げ
る
「
背
景
」
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

 

（
10
）　
ゴ
ル
ト
シ
ュ
タ
イ
ン
は
父
か
ら
の
離
反
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
後
の
「
現
実
の
絶
対
支
配
」
か
ら
の
「
距
離
化
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
父
な
る
神
へ
の
着
眼
は
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
生
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
と
の
関
係
で
考
察
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る 

（G
old-

stein, a.a.O
., S.128

）。

 

（
11
）　
一
九
四
九
年
に
設
立
。
一
九
五
七
年
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
著
作
集
出
版
部
会
」
が
設
立
す
る
ま
で
人
文
系
の
助
成
は
な
か
っ
た
。
同
年
に
設
置
さ
れ
た
概
念

史
部
会
は
ド
イ
ツ
研
究
振
興
協
会
内
部
に
お
け
る
初
の
人
文
系
の
学
際
的
共
同
研
究
で
あ
っ
た
。
ペ
ゲ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
大
き
な
人
文
学
政
策
は
、

一
度
は
破
滅
と
荒
廃
を
経
た
ド
イ
ツ
精
神
史
に
対
す
る
古
典
と
伝
統
を
再
び
確
保
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た 

（
オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ゲ
ラ
ー
「
序
章

　
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
」 （
オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ゲ
ラ
ー
編
・
寄
川
条
路
監
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
講
義
録
研
究
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
、
二
九
頁
）。

 

（
12
）　M

argarita K
ranz, B

egriffsgeschichte institutionell. D
ie Senatskom

m
ission für B

egriffsgeschichte der D
eutschen Forschungsgem

ein-

schaft (1956 -1966). D
arstellung und D

okum
ent, in: A

rchiv für B
egriffsgeschichte 53, hrsg. von C

hristian B
erm

es, U
lrich D

ierse und M
ichael 

E
rler, H

am
burg: Felix -M

einer, 2011, S.152 -226. 

続
い
て
検
討
す
る
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
「
隠
喩
学
の
た
め
の
テ
ー
ゼ
」
の
テ
キ
ス
ト
も
こ
こ
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。

 

（
13
）　H

istorisches W
örterbuch der P

hilosophie,12 B
de., hrsg. von Joachim

 R
itter, K

arlfried G
ründer und G

ottfried G
abriel, B

asel: Schw
abe 

Verlag, 1971 -2007. 

こ
の
辞
典
の
特
徴
は
哲
学
的
概
念
の
語
義
を
分
析
的
に
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
上
に
現
れ
た
諸
々
の
使
用
法
を
通
時
的
に
で

き
る
か
ぎ
り
枚
挙
し
て
整
理
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
企
画
立
案
か
ら
完
成
ま
で
ほ
ぼ
半
世
紀
近
く
か
か
っ
た
歴
史
的
事
業
で
あ
り
、
一
五
〇
〇
人
以
上
の
専

門
家
が
参
加
し
三
六
七
〇
の
項
目
を
執
筆
し
た
。

 

（
14
）　G

eschichtliche G
rundbegriffe: H

istorisches L
exikon zur politisch-sozialen Sprache in D

eutschland,8 B
de., hrsg. von O

tto B
runner, W

erner 

C
onze und R

einhart K
oselleck, Stuttgart: K

lett-C
otta, 1972 -1997.
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（
15
）　
概
念
史
と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
体
像
に
つ
い
て
は E

rnst M
üller und Falko Schm

ieder, B
egriffsgeschichte und historische Sem

antik: 

E
in kritisches K

om
pendium

, B
erlin: Suhrkam

p, 2016 

お
よ
び D

ers., B
egriffsgeschichte zur E

inführung, H
am

burg: Junius Verlag, 2020 

参
照
。

 

（
16
）　
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
八
年
三
月
十
四
日
付
ガ
ダ
マ
ー
宛
書
簡
で
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
部
会
の
目
的
に
つ
い
て
「
見
当
が
つ
か
な
い
」、

誰
が
参
加
す
る
の
か
、
時
間
を
無
駄
に
す
る
く
ら
い
な
ら
「
思
い
も
よ
ら
ず
に
」
死
ん
だ
方
が
マ
シ
だ
と
書
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る 

（K
ranz, a.a.O

., 

S.164, 
注
四
六
）。
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
こ
で
隠
喩
学
の
「
原
理
的
、
方
法
的
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
」
な
も
の
を
論
ず
る
の
で
よ
け
れ
ば
、
と
い
う
提
案

も
行
っ
て
い
る
。
結
局
「
概
念
史
」
の
共
同
研
究
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
か
じ
め
は
っ
き
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
の
は
ど
う
や
ら
発
起
人
の
ロ
ー

タ
ッ
カ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
く
ら
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る 

（K
ranz, a.a.O

., S.165f.

）。

 

（
17
）　
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
と
並
び
、
古
典
文
献
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
発
表
も
行
わ
れ
た
。
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク

の
講
演
は
長
す
ぎ
て
聴
衆
を
疲
労
さ
せ
、
彼
の
態
度
も
悪
か
っ
た
の
で
何
人
か
に
は
後
ま
で
響
く
よ
う
な
反
感
を
買
い
、
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
が
繰

り
返
し
な
だ
め
仲
裁
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
、
と
い
う
。
概
念
史
に
関
す
る
こ
の
共
同
研
究
が
結
果
的
に
短
命
に
終
わ
っ
た
の
は
、
そ
の

よ
う
な
事
情
が
も
し
か
し
た
ら
暗
雲
を
投
げ
か
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
ク
ラ
ン
ツ
は
推
測
し
て
い
る 

（K
ranz, a.a.O

., S.167

）。
と
は
い
え
、
概
念

史
そ
の
も
の
に
関
わ
る
発
表
が
そ
の
後
他
の
参
加
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
ぼ
な
く
、
概
念
史
の
基
礎
へ
の
問
題
意
識
が
最
後
ま
で
共
有
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
の
ほ
う
が
解
散
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
個
別
的
な
実
証
研
究
だ
け
が
肥
大
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

 

（
18
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
は
、
絶
対
的
隠
喩
の
絶
対
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
隠
喩
が
絶
対
的
で
あ
る
、

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
た
だ
、
そ
れ
ら
が
術
語
論
的
要
求
に
対
し
て
抵
抗
的
な
も
の
と
し
て
証
明
さ
れ
、
概
念
性
へ
と
解
消
さ
れ
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
る
隠
喩
が
別
の
隠
喩
に
よ
っ
て
代
替
な
い
し
代
理
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
な
隠
喩
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
え

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
」 （P

M
16

）。

 

（
19
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』「
序
論
」
末
尾
で
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
絶
対
的
隠
喩
も
ま
た
歴
史
を
持
つ
。
そ

れ
は
概
念
よ
り
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
で
歴
史
を
持
つ
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
と
あ
る
隠
喩
の
歴
史
的
変
遷
は
、
そ
の
内
部
で
諸
概
念
が
自
身
の
諸
々

の
変
容
を
経
験
す
る
よ
う
な
、
歴
史
的
意
味
地
平
・
視
覚
方
式
そ
の
も
の
の
メ
タ
的
な
推
移
系
列
の
層 

（M
etakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte 

und Sichtw
eisen selbst

） 

を
出
現
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
内
包
関
係
に
よ
っ
て
隠
喩
学
の 
（
狭
義
の
術
語
論
的
意
味
に
お
け
る
） 

概
念
史
へ
の
関
係
が

従
属 

（D
ienstbarkeit

） 

の
関
係
そ
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」 （P

M
16

）。



哲
学
研
究

　
第
六
百
六
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六
二

 
（
20
）　M

etakinetik 

に
関
わ
る M

etakinese 

と
い
う
言
葉
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る G

eschichtlichkeit der G
eschichte 

と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
す
で
に
一
九
五

〇
年
の
教
授
資
格
申
請
論
文
「
存
在
論
的
距
離 

― 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
危
機
に
つ
い
て
の
探
求
」 （
未
公
刊
。
キ
ー
ル
大
学
図
書
館
に
お
い
て
閲
覧
）

に
お
い
て
登
場
し
て
き
て
い
る
。
文
脈
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
現
実
意
識
の
メ
タ
キ
ネ
ー
ゼ
」（O

D
 104

）
あ
る
い
は
「
歴
史
的
意
味
地
平

の
メ
タ
キ
ネ
ー
ゼ
」 （O

D
 ebenda.

） 

と
い
う
言
葉
が
一
九
五
〇
年
の
段
階
で
す
で
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
21
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
真
理
へ
の
問
い
が
求
め
、
哲
学
者
た
ち
を
駆
り
立
て
て
い
た
の
は
、
真
理
と
は
「
事
物
が

知
性
に
一
致
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
か
、
い
や
「
知
性
が
事
物
に
一
致
す
る
こ
と
」
だ
、
な
ど
と
い
う
定
義
を
め
ぐ
る
抗
争
の
貧
し
さ
に
解
消
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
（P

M
 18f.

）。

 

（
22
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
七
章
「
神
話
と
隠
喩
使
用
」
参
照
。

 

（
23
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
八
章
「
あ
る
隠
喩
の
概
念
化
：»W

ahrscheinlichkeit« 

（
確
か
ら
し
い
こ
と
、
蓋
然
性
）」
参
照
。

 

（
24
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
十
章
「
幾
何
学
上
で
の
象
徴
使
用
と
隠
喩
使
用
」
参
照
。

 

（
25
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
九
章
「
隠
喩
化
さ
れ
た
宇
宙
論
」
参
照
。

 

（
26
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
十
章
（P

M
 174ff.

）。

 

（
27
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
第
十
章
（P

M
 179

）。

 

（
28
）　
ク
ラ
ン
ツ
の
報
告
に
は
発
表
の
概
要
の
ほ
か
に
、
そ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
議
論
の
プ
ロ
ト
コ
ル
も
掲
載
さ
れ
て
い
る 

（K
ranz, S.189ff.

）。
例
え
ば

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
議
論
の
冒
頭
で
隠
喩
的
背
景
を
持
た
な
い
哲
学
的
概
念
は
あ
る
か
、
隠
喩
的
背
景
の
な
い
思
考
は
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
質
問
を
行
っ

て
い
る 

（K
ranz, a.a.O

., S.189

）。
こ
の
疑
問
は
隠
喩
学
と
概
念
史
研
究
の
有
機
的
な
連
結
に
対
す
る
疑
い
の
表
明
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
ブ
ル
ー
メ
ン

ベ
ル
ク
自
身
は
こ
こ
で
は
隠
喩
学
と
概
念
史
研
究
を
は
っ
き
り
と
対
立
さ
せ
て
は
い
な
い
が
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
カ
ン
プ
は
隠
喩
学
は
概
念
史
研
究
の
対
抗
と
し

て
す
で
に
理
解
で
き
る
と
解
釈
し
て
い
る 

（A
nselm

 H
averkam

p, M
etaphorologie zw

eiten G
rades. U

nbegrifflichkeit, Vorform
en der Idee, in: 

M
etaphorologie. Z

ur P
raxis von T

heorie, hrsg. von A
nselm

 H
averkam

p und D
irk M

ende, Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 2009, S.239

）。

 

（
29
）　
こ
こ
で
は
と
く
に
ヴ
ィ
ー
コ
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
批
判
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
「
想
像
力
の
論
理
学
」 （L

ogik der P
hantasie

）

の
問
題
系
を
利
用
し
て
自
身
の
問
題
設
定
の
説
明
を
図
っ
て
い
る 

（P
M

12

）。
た
だ
こ
こ
で
の
ヴ
ィ
ー
コ
評
価
は
両
面
的
で
あ
る
。「
た
だ
彼
は
、
想
像
力

の
言
語
の
た
め
に
歴
史
の
初
期
を
取
っ
て
お
く
か
ぎ
り
、
デ
カ
ル
ト
的
図
式
へ
と
退
行
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
」 （P

M
14

）。

 

（
30
）　M

etapher 

と M
etaphorik 

の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
本
論
文
で
は
前
者
を
「
隠
喩
」、
後
者
を
「
隠
喩
使
用
」
な
い
し
「
隠
喩
法
」
と
訳
し
分
け
る
こ
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と
で
表
し
て
い
る
。
前
者
が
具
体
的
な
隠
喩
を
示
す
の
に
対
し
、
後
者
の
「
メ
タ
フ
ォ
ー
リ
ク
」
と
い
う
言
葉
は
主
に
隠
喩
の
使
わ
れ
方
に
関
わ
る
。
代
表

的
な
の
は
こ
こ
で
論
じ
る
「
背
景
と
し
て
隠
喩
を
使
用
す
る
こ
と
」 （H

intergrundm
etaphorik

） 

と
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
無
限
半
径
を
持
つ
円
に
代
表
さ
れ

る
「
隠
喩
を
破
砕
す
る
た
め
に
隠
喩
を
使
用
す
る
こ
と
」 （Sprengm

etaphorik

） 

で
あ
る
。
後
者
は
隠
喩
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
言
表
し
え
な
い
イ
メ
ー
ジ

の
喚
起
を
狙
う
隠
喩
の
使
わ
れ
方
で
あ
り
、
否
定
神
学
的
な
神
秘
主
義
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
（P

M
 178

）。

 

（
31
）　
こ
こ
で
の
主
題
は
後
の
著
作
で
あ
る
『
世
界
の
読
解
可
能
性
』（L

esbarkeit der W
elt, 1981

）
に
引
き
継
が
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
書
物
と
し
て
の
世

界
」
と
い
う
隠
喩
の
歴
史
的
推
移
と
、
そ
れ
が
持
つ
背
景
的
機
能
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

 

（
32
）　
本
論
文
で
は
あ
く
ま
で
隠
喩
学
の
問
題
系
と
そ
の
展
開
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、「
生
活
世
界
」
論
に
つ
い
て
の
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る

個
々
の
論
考
を
精
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
例
え
ば
遺
稿
集
で
あ
る T

heorie der L
ebensw

elt, hrsg. von M
anfred Som

-

m
er, B

erlin: Suhrkam
p, 2010 

や
、P

hänom
enologische Schriften 1981 -1988, hrsg. von N

icola Zam
bon, B

erlin: Suhrkam
p, 2018 

な
ど
参
照
。

 

（
33
）　
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
『
近
代
の
正
統
性
Ⅱ
：
理
論
的
好
奇
心
に
対
す
る
審
判
の
プ
ロ
セ
ス
』
忽
那
敬
三
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一

年
。

 

（
34
）　
な
か
で
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
第
六
章
「
好
奇
心
を
悪
徳
の
目
録
に
組
み
入
れ
る
こ
と
」 （L

N
 358 -376

） 

に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

論
で
あ
る
。
好
奇
心
の
神
学
的
抑
制
と
い
う
テ
ー
マ
は
若
い
頃
か
ら
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
が
関
心
を
持
っ
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

 

（
35
）　『
隠
喩
学
の
た
め
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
を
引
用
し
な
が
ら
リ
ッ
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
H
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
が
示
し
た
よ
う
に
、
ま
さ

に
概
念
性
へ
の
解
消
を
拒
む
隠
喩
が
「
概
念
よ
り
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
で
歴
史
」
を
持
ち
、「
体
系
的
結
晶
化
の
基
底
と
培
養
」
と
し
て
の
「
思
考
の
下

部
構
造
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
だ
が
、
編
者
一
同
は
、
心
苦
し
く
あ
り
な
が
ら
も
、
隠
喩
や
隠
喩
的
な
言
い
回
し
を
こ
の
辞
典
の
一
覧
に
加
え

る
こ
と
を
断
念
し
た
」 （Joachim

 R
itter, Vorw

ort, in: H
istorisches W

örterbuch der P
hilosophie, B

and 1: A
-C

, D
arm

stadt: W
issenschaftliche B

u-

chgesellschaft, 1971, S.V
III -IX

.

）。「
断
念
の
理
由
」
は
こ
の
分
野
の
研
究
状
況
か
ら
し
て
こ
の
辞
典
に
は
過
重
な
課
題
で
あ
る
こ
と
、
不
十
分
な
即
興

に
終
わ
る
く
ら
い
な
ら
今
後
の
研
究
の
余
地
を
残
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る 

（R
itter, a.a.O

., S.IX

）。
ち
な
み
に
そ
の
後
『
哲
学
的
隠
喩
辞

典
』
が
コ
ナ
ー
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
編
集
・
出
版
さ
れ
た 

（W
örterbuch der philosophischen M

etaphern. Studienausgabe, hrsg. von R
alf K

onersm
ann, 

D
arm

stadt: W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 2014.

）。

 

（
36
）　R

itter, a.a.O
., S.I. 

リ
ッ
タ
ー
は
哲
学
辞
典
な
る
も
の
の
課
題
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
は
「
あ
る
立
場
を
規
範
的
に
妥
当
さ
せ
、
統

一
を
装
い
要
請
す
る
の
で
は
な
く
、
概
念
と
術
語
の
多
様
に
お
い
て
自
己
成
就
す
る
運
動
を
引
き
受
け
、
そ
れ
を
可
能
な
限
り
透
明
に
す
る
こ
と
に
よ
っ



哲
学
研
究

　
第
六
百
六
号

六
四

て
、
統
一
の
可
能
な
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
」 （R

itter, a.a.O
., S.V

I

） 

で
あ
る
。
こ
こ
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
至
る
ま
で
の

精
神
哲
学
の
理
想
を
見
て
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。

 

（
37
）　
こ
の
問
題
は
隠
喩
を
観
察
す
る
主
体
と
し
て
の
隠
喩
学
の
再
帰
的
な
自
己
省
察
と
も
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
問
題
系
は
一
九
七
九
年
『
観
望
者
の
い
る

難
破
船
』
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、
村
井
則
夫
は
「
歴
史
的
理
性
の
メ
タ
批
判
」
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
村
井
則
夫
『
人
文

学
の
可
能
性
：
言
語
・
歴
史
・
形
象
』 （
知
泉
書
館
、
二
〇
一
六 

年
） 

と
り
わ
け
「
第
三
章
　
生
の
修
辞
学
と
思
想
史 

― 

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
隠
喩
論

と
歴
史
論
」
参
照
）。

 

（
38
）　「
文
化
批
判
」 （K

ulturkritik

） 

は
人
間
的
生
存
に
関
わ
る
隠
喩
の
こ
う
し
た
機
能
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
正
面
か
ら
再
批
判
を

行
う
の
で
は
な
く
、
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
論
文
の
最
後
で
「
文
化
批
判
の
隠
喩
学
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
文
化
批
判
に
固
有
の
隠
喩

使
用
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
文
化
批
判
も
ま
た
「
少
な
く
と
も
そ
れ
固
有
の
想
像
的
背
景
を
持
つ
」 （B

M
 214

） 

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
迂
回
」

的
戦
略
が
隠
喩
学
は
じ
め
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
的
思
考
を
大
き
く
特
徴
づ
け
て
い
る
。

 

（
39
）　
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は
一
九
七
五
年
夏
学
期
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
で
「
非
概
念
性
の
理
論
」
と
題
し
た
講
義
を
行
っ
た
。
そ
の
と
き
の
資
料
が
二
〇

〇
七
年
に
遺
稿
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
全
体
の
内
容
と
し
て
は
、「
非
概
念
性
の
理
論
へ
の
展
望
」
へ
の
下
準
備
と
い
う
性
格
も
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
で
独

立
し
た
人
間
学
的
概
念
論
で
あ
る
。
そ
の
中
に
隠
喩
論
も
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
も
ま
た
文
脈
を
か
く
乱
す
る
も
の
と
し
て
隠
喩
の
機
能
が
考
察
さ
れ
て
い
る

（T
U

61

）。

 

（
40
）　
受
容
と
迂
回
を
集
中
的
に
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
概
念
形
成
の
前
領
域
や
、
あ
る
い
は
背
景
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
の
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
隠
喩

使
用
の
局
面
も
ま
た
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
隠
喩
学
の
言
葉
で
言
え
ば
「
破
砕
隠
喩
法
」（Sprengm

etaphorik

）
の
問
題
で
あ
る
。
原
理
的
に
表
象

し
え
な
い
も
の
を
表
象
の
自
己
破
壊
に
よ
っ
て
表
現
す
る
隠
喩
の
神
秘
主
義
的
な
使
い
方
は
、
科
学
史
に
お
け
る
隠
喩
使
用
の
分
析
と
並
び
、
い
わ
ば
概
念

形
成
の
「
後
領
域
」（N

achfeld

）
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
う
る
。

 
（
筆
者

　
し
も
だ
・
か
ず
の
ぶ

　
成
城
大
学
文
芸
学
部
准
教
授
／
宗
教
哲
学
）
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Dieser Aufsatz versucht den Grundgedanken von Hans Blumenberg (1920-
1996) dadurch zu verdeutlichen, sich auf ein Thema „Hintergrund“ zu fokussie-
ren und unter diesem Aspekt seine Werke zu analysieren. Zuerst wird die Prob-
lematik um dieses Thema bei seinem in fünfziger Jahren ausgearbeiteten 
früheren Projekt einer Metapherntheorie festgestellt, das von Blumenberg 
Metaphorologie genannt wurde. Man kann sowohl aus einer Rede von 1958, die 
„Thesen zu einer Metaphorologie“ getitelt wurde, als auch dem programma-
tischen Buch Paradigmen zu einer Metaphorologie (1960) das spannende Verhält-
nis mit der damals modisch gewordenen Begriffsgeschichte deutlich sehen. Da-
her tauchte vor allem die systematische Stellung der Metapher als ein Vorfeld 
der Begriffsbildung auf. In diesem Argument spielte zwar die hinter dem Denk-
en implizit wirkenden Funktion der modellierten Metapher eine bestimmte 
Rolle, welche aber erst später zentral wurde. 

Das Problem dieser Hintergrundmetaphorik wird besonders zum Vorschein 
kommen, wenn in 1970er Jahren eine auf anthropologische Weise gestaltete 
Theorie der Lebenswelt in Metaphorologie zusammenfließt und damit Blumen-
berg einen neuen Denkrahmen der „Theorie der Unbegrifflichkeit“ formuliert. 
Für den Gesichtspunkt dieses Aufsatzes ist es aufschlußreich, dass die Neufor-
mulierung der Metaphorologie die Befreiung von der Beschränkung der Begriff-
sgeschichte bedeutet. Erst dann kann man klar verstehen, dass die Problematik 
um den Hintergrund im Zentral des metaphorologischen, unbegriffsgeschichtli-
chen Denkens von Blumenberg steht. Er thematisiert auf eigene umwegige 
Weise den prinzipiell unthematisierbaren Sachverhalt: den Hintergrund nämlich, 
der unser Denken, Gefühl und Entscheidung zwingend orientiert und in 
gewisser Richtung kanalisiert.
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