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近
代
文
学
に
お
い
て
は
、
隠
喩
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
多
数
あ
る
。
し
か
し
、
特

定
の
作
家
、
あ
る
い
は
特
定
の
作
品
に
お
け
る
隠
喩
の
役
割
が
説
明
で
き
て
も
、
時
代
を
越
え
て
複
数

の
作
家
や
作
品
に
関
し
て
分
析
を
行
な
う
際
、
よ
り
綿
密
で
理
論
的
な
土
台
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
文
学
作
品
の
隠
喩
性
を
調
査
す
る
前
に
、
隠
喩
に
関
し
て
理
論
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

隠
喩
論
に
は
、
様
々
な
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
た
め
、
現
在
に
至
っ
て
も
、
隠
喩
に
関
す
る
考
察
が

一
致
点
を
見
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
本
論
は
、
主
流
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
隠
喩
論
を
徹
底
的
に
分

析
し
、
文
学
と
隠
喩
の
関
係
に
関
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
般
的
に
、
比
喩
と
隠
喩
と
は
対
立
す
る
用
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
比
喩
と
隠
喩
と
の
対
立
性

を
説
明
す
る
た
め
に
、
「
対
岸
の
火
事
」
と
い
う
諺
を
利
用
し
た
い
。
例
え
ば
、
自
分
と
関
わ
ら
な
い
人

間
が
困
難
に
出
会
っ
た
際
に
、
こ
の
状
況
を
比
喩
（
ま
た
は
直
喩
）
を
用
い
て
表
現
す
れ
ば
、
「
自
分
に

と
っ
て
、
あ
の
人
の
問
題
は
対
岸
の
火
事
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
発
言
に
な
る
。
一
方
、
同
じ
諺

を
隠
喩
（
ま
た
は
暗
喩
）
で
表
現
す
る
場
合
、
「
あ
れ
は
対
岸
の
火
事
だ
」
と
、
発
言
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
の
よ
う
だ
」
、
「
の
ご
と
く
」
な
ど
と
い
う
表
現
を
用
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
比
喩
で
あ
る

か
隠
喩
で
あ
る
か
の
区
別
が
で
き
る
と
、
一
般
的
に
は
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
後
紹
介
す
る
様
々

な
学
術
的
見
解
に
お
い
て
は
、
こ
の
隠
喩
の
定
義
の
よ
う
な
一
般
論
が
通
用
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
右

記
の
対
立
関
係
を
認
め
な
い
研
究
者
も
い
る
上
に
、
隠
喩
に
関
す
る
文
章
が
翻
訳
さ
れ
る
際
に
、
隠
喩

の
こ
と
を
比
喩
と
表
現
し
、
比
喩
の
こ
と
を
暗
喩
と
表
現
す
る
な
ど
、
様
々
な
異
な
る
表
現
が
見
ら
れ

る
た
め
に
、
用
語
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
し
た
上
で
、
ど
の
意
味
を
指
し
て
い
る
か
を
判
断
し
た
方

が
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

文
学
作
品
に
お
け
る
隠
喩
に
関
し
て

隠

喩

と
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隠
喩
論
の
原
点
：
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
に
お
い
て
、
隠
喩
の
こ
と
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
。
メ
タ
フ
ァ
ー
研
究
の

原
点
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
あ
り
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
言
葉
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
由
来
し
て
い
る
。

隠
喩
を
取
り
上
げ
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
術
書
は
『
詩
学
』
お
よ
び
『
弁
術
論
』
で
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
「
詩
学
」
に
お
い
て
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
語
の
品
詞
は
、
名
詞
で
は
な
く
、
動
詞
と

し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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ア
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セ

ン
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記
号
、
気
息
記
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省
略
）

「
な
ぜ
な
ら
、
す
ぐ
れ
た
比
喩
を
つ
く
る
こ
と
は
、
類
似
を
見
て
と
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
」
（
「
詩
学
」

右
記
の
箇
所
に
お
い
て
、

P
c
m谷
m
p
g
y
(
m
e
t
a
p
h
e
r
e
i
n
)

と
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
例
を
考
え
て

み
よ
う
。
語
源
か
ら
考
え
て
、
こ
の
場
合
、

P
C芯

aI
の
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は
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と
考
え
ら
れ
る
。
後
半
の
を
甜
ぷ
L
V

は
i
5
p
c

と
い
う
動
詞
の
不
定
詞
形
で
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[
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と
い
う

意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
隠
喩
」
の
語
源
は
、
二
種
類
の
も
の
を
、
何
ら
か
の
形
で
合
わ
せ
て
扱
う
こ

と
に
あ
る
と
い
え
る
。
実
例
を
挙
げ
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
詩
学
」
を
書
い
た
約
百
年
前
の
エ

の
次
の
箇
所
が
あ
る
。
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こ
れ
は
、
馬
車
を
運
転
し
て
い
る
際
に
、
鞭
で
左
右
の
馬
を
交
互
に
打
つ
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
に
お
い
て
、
ぽ
悶
tか
P
C
と
い
う
造
語
の
意
味
が
主
に
「
移
転
」
と
い
う
意

味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
定
義
は
、
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[
語
を
新
た
な
意
味
に
移
す
、
語
を
本
来
と
異
な
る
意
味
で
利
用
す
る
]
及
び
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喩
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]
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 1

―
―
八
）
で
あ
る
。
し
か
し
、

語
源
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
元
々
、
メ
タ
フ
ァ
ー
は
言
語
と
関
連
す
る
用
法
で
は
な
く
、
鞭
な
ど
を
「
交

互
に
持
ち
運
ぶ
」
と
い
う
身
体
的
動
作
に
甚
い
て
い
る
た
め
、
隠
喩
の
発
想
自
体
が
隠
喩
的
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
詩
学
」
に
お
い
て
、
隠
喩
の
定
義
を
次
の
通
り
行
な
っ
て
い
る
。

(
3
)
比
喩
（
転
用
語
）
と
は
、
（
あ
る
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
さ
な
い
）
本
来
別
の
こ
と
を
あ
ら
わ
す

語
を
転
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、

(a)
類
を
あ
ら
わ
す
語
を
、
そ
の
類
に
属
す
る
種
に
転

用
す
る
こ
と
、

(
b
)
種
を
あ
ら
わ
す
語
を
、
類
に
転
用
す
る
こ
と
、

(
C
)

種
を
あ
ら
わ
す
語
を
、

別
の
種
に
転
用
す
る
こ
と
、

(
d
)
比
例
関
係
に
よ
っ
て
転
用
す
る
こ
と
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

(

a

)

わ
た
し
の
い
う
類
か
ら
種
へ
の
転
用
の
例
は
、
「
こ
こ
に
わ
た
し
の
船
が
停
ま
っ
て
い
る
」

（
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
一
・
一
八
五
、
二
四
・
三

0
八
）
に
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
停
泊
し
て
い
る

こ
と
は
、
（
類
と
し
て
の
）
「
停
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
の
一
種
で
あ
る
。
（
「
詩
学
」
七
九
）

最
初
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
隠
喩
に
関
す
る
見
解
が
、
古
典
的
論
理
学
及
び
動
植

物
分
類
法
と
同
様
な
理
論
に
基
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
動
植
物
分
類
法
に
基
い
て
犬
を
説
明

す
れ
ば
、
「
動
物
」
に
所
属
の
上
、
よ
り
詳
し
い
所
属
を
あ
げ
る
と
、
「
脊
髄
動
物
」
、
「
哺
乳
類
」
、
「
霊

長
類
」
、
「
肉
食
動
物
」
、
「
イ
ヌ
科
」
、
そ
し
て
、
最
後
に
「
犬
」
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
止

ま
る
」
と
「
停
泊
す
る
」
、
こ
の
二
つ
の
語
の
二
項
対
立
関
係
が
「
イ
ヌ
科
」
と
「
犬
」
の
二
項
対
立
関

係
に
類
似
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
停
泊
す
る
」
と
い
う
表
現
は
船
に
関
し
て
の
み
言
え

る
よ
う
な
個
別
的
な
言
葉
で
あ
る
が
、
「
停
ま
る
」
と
い
う
語
は
そ
れ
と
類
似
す
る
が
、
船
の
場
合
の
み

な
ら
ず
日
常
的
に
利
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
屈
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、

隠
喩
に
み
ら
れ
る
関
連
性
が
基
本
的
に
論
理
学
に
基
い
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
実
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学

的
な
発
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

先
の
和
訳
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
隠
喩
に
関
す
る
見
解
の
お
よ
そ
の
意
味
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
原
文
と
和
訳
の
間
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
英
訳

と
和
訳
を
比
較
す
れ
ば
、
和
訳
の
場
合
に
お
い
て
原
文
の
例
の
意
味
か
ら
僅
か
に
離
れ
て
い
る
た
め
に

説
得
力
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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原
文
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
船
の
状
態
は
ぷ

3̀
苫

x
c
u
n
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A
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t
l
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八
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)
(
英
語
で
い
う
と
、

"
s
t
a
n
d
"
)
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
メ
ロ
ス
が
、
船
は
「
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現

を
用
い
た
か
ら
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
隠
喩
性
に
満
ち
た
例
と
し
て
そ
れ
を
あ
げ
て
い
る
。
英

語
の
翻
訳
者
フ
ァ
イ
フ
の
訳
を
み
る
と
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
フ
ァ
イ
フ
は

"
H
e
r
e
s
t
a
n
d
s
 m
y
 

ship." 
(Aristotle
八
一
）
と
訳
し
て
い
る
。
普
段
、
船
は
人
間
の
よ
う
に
「
立
つ
」
こ
と
が
不
可
能

で
あ
る
た
め
、
ホ
メ
ロ
ス
が
利
用
し
た
表
現
は
明
白
な
隠
喩
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
語
の
翻
訳
者
が
、

「
船
が
立
つ
」
と
い
う
日
本
語
の
表
現
を
、
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
と
す
れ
ば
、
映
画
に
お
い
て
タ
イ
タ

ニ
ッ
ク
号
が
沈
没
す
る
シ
ー
ン
と
同
じ
よ
う
な
船
が
垂
直
に
立
つ
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な

る
と
予
測
し
た
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
「
停
ま
る
」
と
「
停
泊
す
る
」
と
い
う
二
項
対
立
関
係
、
つ
ま
り

比
較
的
控
え
め
で
誤
解
し
に
く
い
表
現
に
置
き
換
え
た
。
言
語
文
化
体
系
に
応
じ
て
言
語
の
詳
細
及
び

隠
喩
が
異
な
る
た
め
、
翻
訳
に
お
い
て
、
隠
喩
の
本
来
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
こ
と
が
不
可
能
な

場
合
も
あ
る
と
い
え
る
。
先
と
同
様
な
、
翻
訳
が
ゆ
え
に
生
じ
る
問
題
は
従
来
の
隠
喩
研
究
に
お
い
て
、

研
究
が
発
展
し
な
か
っ
た
重
大
な
理
由
の
―
つ
で
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
隠
喩
を
説
明
す
る
際
、

理
想
的
に
は
、
一
っ
の
言
語
体
系
に
限
定
し
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

以
前
に
説
明
し
た
、
動
植
物
分
類
法
に
従
う
隠
喩
の
例
の
他
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
比
較
関
係
」

に
よ
る
隠
喩
の
存
在
も
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
と
り
わ
け
詩
に
お
け
る
隠
喩
に
関
し
て
、
次
の
通
り
論

じ
て
い
る
。

(
d
)
比
例
関
係
と
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
第
一
の
も
の
に
た
い
す
る
第
二
の
も
の
の
関
係
が
、
第
三

の
も
の
に
た
い
す
る
第
四
の
も
の
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
こ
の
よ

う
な
場
合
、
人
は
第
二
の
も
の
の
代
わ
り
に
第
四
の
も
の
を
い
う
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
第
四
の
も
の

の
代
わ
り
に
第
二
の
も
の
を
い
う
で
あ
ろ
う
。
（
「
詩
学
」
八

0
)

「
詩
学
」
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
詩
に
お
け
る
隠
喩
の
典
型
的
な
例
を
提
供
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
説
明
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
停
泊
す
る
」

「
印
う
」

(2) 



隠喩 と は 何 力>

ま
た
、
と
き
に
は
、
比
喩
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
た
も
の
と
語
が
関
係
を
も
つ
も
の
を
、
そ
の
比

喩
に
つ
け
加
え
る
場
合
が
あ
る
。
わ
た
し
が
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
酒
杯
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス

に
た
い
し
て
も
つ
関
係
は
、
盾
が
ア
ー
レ
ス
に
た
い
し
て
も
つ
関
係
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
酒
杯
の
こ
と
を
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
盾
」
と
い
う
で
あ
ろ
う
し
、

盾
の
こ
と
を
「
ア
ー
レ
ス
の
酒
杯
」
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
（
「
詩
学
」
八

0
)

こ
の
隠
喩
を
理
解
す
る
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
」
と

は
、
お
酒
の
神
で
あ
り
、
「
ア
ー
レ
ス
」
は
戦
争
の
神
で
あ
っ
た
。
現
代
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
マ
イ
ク

ロ
ホ
ン
は
宇
多
田
ヒ
カ
ル
の
剣
で
あ
る
と
い
え
ば
、
同
様
な
関
係
性
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
さ
ら
に
説
明
を
次
の
通
り
加
え
る
。

別
の
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
老
年
が
人
生
に
た
い
し
て
も
つ
関
係
は
、
タ
ベ
が
一
日
に
た
い
し
て
も

つ
関
係
と
同
じ
で
あ
り
、
人
は
タ
ベ
の
こ
と
を
「
一
日
の
老
年
」
、
あ
る
い
は
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
が

用
い
た
表
現
の
よ
う
に
い
い
あ
ら
わ
す
で
あ
ろ
う
し
、
老
年
の
こ
と
を
「
人
生
の
タ
ベ
」
、
「
人
生
の

日
没
」
と
い
う
で
あ
ろ
う
。

ま
た
比
例
関
係
に
お
か
れ
た
も
の
の
う
ち
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
語
を
も
た
な
い
も
の
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
場
合
に
も
、
同
様
に
比
喩
を
用
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

種
子
を
投
げ
る
こ
と
は
「
蒔
く
」
と
い
わ
れ
る
が
、
太
陽
か
ら
の
炎
を
投
げ
る
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ

す
語
は
な
い
。
と
は
い
え
、
太
陽
か
ら
の
炎
を
投
げ
る
こ
と
が
太
陽
に
た
い
し
て
も
つ
関
係
は
、
蒔

く
こ
と
が
種
子
に
た
い
し
て
も
つ
関
係
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
「
神
の
つ
く
っ
た
炎
を
蒔
き
な

が
ら
」
と
い
わ
れ
る
。
（
「
詩
学
」
八

0
一
八
一
）

右
記
の
箇
所
を
熟
読
す
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
に
お
い
て
は
、
隠
喩
は
二
項
対
立
関
係
に
基

い
て
い
る
が
、
そ
の
二
つ
の
項
目
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い

こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
良
い
隠
喩
は
よ
り
多
く
の
類
似
点
を
含
む

が
、
類
似
点
が
少
な
い
二
項
対
立
関
係
に
は
、
隠
喩
と
し
て
何
ら
か
の
欠
点
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
、
「
正
当
」
な
隠
喩
と
「
不
当
」
な
隠
喩
は
、
二
分
で
き
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
主
張
し

て
い
る
。

そ
し
て
、
不
適
切
な
隠
喩
を
用
い
る
と
、
真
面
目
で
あ
る
は
ず
の
「
演
説
」
が
一
気
に
「
文
学
」
と

同
様
な
「
低
い
」
レ
ベ
ル
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
通
り
演
説
者
に
注

意
を
促
す
。

隠
喩
理
論
の
近
代
的
原
点

1

文
芸
評
論
家

七） さ
ら
に
四
番
目
と
し
て
、
表
現
が
生
彩
を
欠
く
原
因
は
比
喩
の
中
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
比
喩

こ
っ
け
い

も
ま
た
、
そ
の
或
る
も
の
は
滑
稽
味
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
（
そ
の
証
拠
に
、

喜
劇
作
家
も
比
喩

そ
う
ち
ょ
う

を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
）
、
ま
た
或
る
も
の
は
、
あ
ま
り
に
も
荘
重
で
悲
劇
じ
み
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
理
由
で
、
適
切
さ
を
欠
く
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
比
喩
は
、
あ
ま
り
か
け
離
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
持
っ
て
く
る
な
ら
、
そ
の
意
味
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。
（
中
略
）
ア
ル
キ
ダ
マ
ス
が
哲

学
を
「
法
を
制
す
岩
」
、
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
を
「
人
生
の
立
派
な
鏡
」
と
呼
ん
だ
り
、
「
か
か
る
玩

具
を
詩
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
な
く
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
そ
の
類
い
で
あ
る
。
（
「
弁
論
術
」
三
二

0
一
三
ニ
―
)

つ
ま
り
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
隠
喩
は
可
能
な
限
り
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
避
け

る
べ
き
技
巧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詩
人
が
利
用
す
る
よ
う
な
手
品
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
真
面
目
な
演

説
に
お
い
て
利
用
す
る
際
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
隠
喩
を
完
全
に
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
次
の
引
用
に
お
い
て
、
隠
喩
の
上
手
な
利
用
は
「
能
力
を
し
め
す
し
る
し
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

と
り
わ
け
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
比
喩
を
つ
く
る
才
能
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
は
、
他

せ
い
ら
い

人
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
生
来
の
能
力
を
示
す
し
る
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
す
ぐ
れ
た
比
喩
を
つ
く
る
こ
と
は
、
類
似
を
見
て
と
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
（
「
詩
学
」
八

果
た
し
て
、
隠
喩
は
特
別
な
「
才
能
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
次
に
検
討
し
て
い
く
、
リ
チ
ャ
ー

ズ
の
見
解
に
お
い
て
、
隠
喩
と
才
能
の
関
係
が
重
要
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

リ
チ
ャ
ー
ズ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
力
が
あ
ま
り
に
も
強
大
で
あ
っ
た
た
め
、
一
九
世
紀
ま
で
、
隠
喩
は
主
に

弁
術
論
に
お
い
て
研
究
さ
れ
、
「
言
葉
の
あ
や
」
の
一
種
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
複
数
の
ロ
マ
ン
派

詩
人
の
独
創
的
な
発
想
を
除
い
て
、
こ
の
長
期
に
わ
た
る
隠
喩
論
の
不
毛
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
・
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
の
文
芸
評
論
家
、

I.

A.
リ
チ
ャ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
の
講

演
に
お
い
て
、
彼
は
隠
喩
に
関
す
る
と
り
わ
け
新
た
な
学
説
を
発
表
し
た
。
そ
の
講
演
内
容
が
本
に
収

め
ら
れ
、

「新
修
辞
学
原
論
』
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
を
参
考
に
し
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も

^
'
L
o
e
b

(3) 
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b
u
t
 b
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t
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n
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h
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s
e
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f
 m
e
t
a
p
h
o
r
.
 
T
h
a
t
 a
l
o
n
e
 c
a
n
n
o
t
 b
e
 learnt; 

F
o
r
 t
h
e
 right u
s
e
 o
f
 m
e
t
a
p
h
o
r
 m
e
a
n
s
 a
n
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y
e
 for r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
s
.
 
B
u
t
 w
e
 all live, a
n
d
 

s
p
e
a
k
,
 o
n
l
y
 t
h
r
o
u
g
h
 o
u
r
 e
y
e
 for r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
s
.
 
(
R
i
c
h
a
r
d
s
 xx) 

リ
チ
ャ
ー
ズ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
の
引
用
が
フ
ァ
イ
フ
の
英
訳
に
即
し
て
い
る
こ
と
は
次
の
引
用

文
に
よ
っ
て
分
か
る
。

…

b
u
t
 b
y
 far t
h
e
 g
r
e
a
t
e
s
t
 t
h
i
n
g
 is t
h
e
 u
s
e
 o
f
 m
e
t
a
p
h
o
r
.
 1
、h

a
t
a
l
o
n
e
 c
a
n
n
o
t
 b
e
 learnt; 

it 
is 
t
h
e
 
t
o
k
e
n
 
o
f
 
genius. 

F
o
r
 t
h
e
 
right 
u
s
e
 
o
f
 
m
e
t
a
p
h
o
r
 
m
e
a
n
s
 a
n
 e
y
e
 
for 

r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
s
.
 
(Aristotle
九
一
）

英
訳
に
頼
る
こ
と
が
理
想
で
は
な
い
と
し
て
も
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
英
訳
を
通
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

見
解
を
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
彼
の
研
究
の
重
大
な
進
展
に
繋
が
っ
た
と
い
え
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
隠
喩
は
「
他
人
に
伝
授
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
の
見
解
に
対
し

て
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
「
類
似
を
見
抜
く
眼
識
力
を
も
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
生
き
て
も
い
ら
れ
る
し
、
話

も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
反
論
す
る
。
確
か
に
、
隠
喩
へ
の
理
解
は
特
殊
な
技
で
は
な

い
。
隠
喩
を
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
こ
と
と
は
、
言
語
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
才
能
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
隠
喩
が
言
語
に
遍
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
の
原
文
の
英
語
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

八
二
）

だ
け
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
類
似
を
見
抜
く
眼
識
を
も
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
生
き
て
も
い
ら
れ
る

し
、
話
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

八
二
）

Classical L
i
b
r
a
r
y
"
が
出
版
し
た
フ
ァ
イ
フ
の
対
訳
版
を
彼
は
読
ん
で
い
た
と
断
言
で
き
る
。
な
ぜ

な
ら
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
批
判
す
る
際
に
、
フ
ァ
イ
フ
の
英
訳
が
引
用
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
す
る
引
用
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
隠
喩
を
駆
使
す
る
こ
と
は
、
何
に
も
ま
さ
る
重
要
な
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
誰
あ
ろ
う
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
「
詩
学
」
）
そ
の
人
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
は
語
を
つ
い
で
「
こ
れ
ば
か
り
は

他
人
に
伝
授
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
天
オ
の
し
る
し
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
よ
い
隠
喩

を
作
る
に
は
、
類
似
を
見
抜
く
眼
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
隠
喩
が
言
語
に
遍
在
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し
て
触
れ
て

い
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
参
考
に
し
た
英
訳
表
現
、

"
t
h
e
r
i
g
h
t
釦
刷
o
f
m
e
t
a
p
h
o
r
 m
e
a
n
s
 a
n
 e
y
e
 

f
o
r
 r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
s
"
は
、
既
出
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
和
訳
に
お
い
て
「
な
ぜ
な
ら
、
す
ぐ
れ
た
比

喩
を
つ
く
る
こ
と
は
、
類
似
を
見
て
と
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
（
不
思
議
な
こ
と
に
、

リ
チ
ャ
ー
ズ
の
和
訳
に
お
い
て
、
誤
り
に
近
い
フ
ァ
イ
フ
の
英
訳
が
和
訳
さ
れ
る
と
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
が

省
略
し
た
「
天
オ
の
し
る
し
」
の
箇
所
が
復
活
し
て
い
る
上
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
原
文
の
本

来
の
意
味
に
接
近
し
て
い
る
。
）
先
に
紹
介
し
た
通
り
、
原
文
を
み
る
と
、
や
は
り
隠
喩
は
名
詞
で
は
な

く
、
動
詞
と
し
て
登
場
す
る
。
ぽ
T
R
念
p
a
v
の
語
源
は
、
〈
複
数
の
も
の
を
交
互
に
扱
う
〉
と
い
う
動

作
に
基
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
メ
タ
フ
ァ
ー
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
」
よ
り
も
、
「
メ
タ
フ
ァ
ー
の
構

成
要
素
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
」
が
「
天
オ
の
し
る
し
」
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
張

し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
イ
フ
の
英
訳
に
お
い
て
、

"
t
h
e
right u
s
e
 o
f
 m
e
t
a
p
h
o
r
"
 [メ

タ
フ
ァ
ー
の
正
し
い
利
用
]
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
、
理
解
ま
た
は
作
成
の
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
と

い
う
点
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
翻
訳
文
に
お
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
が
、
批
判
の
根
拠
は
「
メ
タ
フ
ァ
ー
の
理
解
を
他
人
に
教
え
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
」
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
張
し
て
い
な
い
、
英
訳
の
み
に
存
在
し
て
い
る
論
点
に

あ
る
。

-
0八）

リ
チ
ャ
ー
ズ
は
意
図
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
を
無
視
し
て
説
明
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
英
訳

の
不
備
に
よ
っ
て
誤
解
し
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
判
断
の
余
地
は
な
い
が
、
誤
訳
が
発
端
で
あ
っ

て
も
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
見
解
自
体
は
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
続
き
を
見
て
み
よ
う
。

八
三
）

言
語
な
る
も
の
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
も
っ
て
い
る
隠
喩
駆
使
の
力
に
頼
ら
な
け
れ
ば
、
全
く
、
わ
れ

わ
れ
の
役
に
は
立
た
な
い
の
で
す
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

リ
チ
ャ
ー
ズ
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
隠
喩
が
言
語
に
浸
透
し
て
い
る
度
合
で
あ
る
。
言
語
の
す
べ
て

が
隠
喩
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
隠
喩
な
し
で
は
言
語
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
指
摘
は
リ
チ
ャ
ー

ズ
の
重
要
な
隠
喩
論
へ
の
貢
献
で
あ
る
と
言
え
る
。
隠
喩
は
一
般
的
な
言
語
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
と

リ
チ
ャ
ー
ズ
は
主
張
す
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
、
次
の
い
わ
ゆ
る
「
死
喩
」
に
関
す
る
説
明
が
あ
る
。

＂
机
の
脚
＂
ー
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
（
中
略
）
”
馬
の
脚
＂
の
場
合
の
よ
う
な
、
脚
と
い

う
言
葉
の
明
瞭
な
文
字
通
り
の
用
法
と
、
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
（
中
略
）
机
は
脚
で
歩
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
机
の
例
で
は
、
こ
の
根
拠
は
容
易
に
発
見
で
き
ま
す
が
、
発
見
で
き
な
い

場
合
も
、
き
わ
め
て
多
い
の
で
す
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

(4) 



隠 喩 と は 何 か

略）

九
0
)

チ
ャ
ー
ズ
八
七
）

し
か
し
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
隠
喩
が
こ
れ
程
ま
で
に
言
語
に
浸
透
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
表
現
に
お
け
る
単
な
る
装
飾
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
を

受
け
継
い
だ
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
修
辞
学
者
の
キ
ケ
ロ
な
ど
は
、
隠
喩
を
言
葉
の
あ
や
の
一
種
と
し
て

論
じ
て
き
た
が
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
こ
の
修
辞
学
の
発
想
を
次
の
通
り
批
判
し
て
い
る
。

”
修
辞
学
＂
の
歴
史
を
通
じ
て
、
隠
喩
は
、
こ
と
ば
に
対
す
る
一
種
の
巧
妙
な
臨
時
的
工
夫
、
こ
と

ば
の
変
通
性
の
附
帯
的
事
項
を
利
用
す
る
機
会
、
ま
た
は
、
時
に
妥
当
で
は
あ
る
が
非
凡
の
手
腕
と

注
意
を
要
す
る
も
の
、
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ
八
三
）

隠
喩
は
単
な
る
装
飾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
隠
喩
の
研
究
が
十
分
な
レ
ベ
ル
ヘ
と
発

展
し
な
い
と
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
次
の
通
り
主
張
し
て
い
る
。

〈
思
惑
〉
は
隠
喩
的
で
あ
っ
て
、
比
較
に
よ
っ
て
進
展
し
ま
す
。
そ
し
て
、
言
語
の
隠
喩
も
思
想
の

隠
喩
的
な
性
格
に
由
来
す
る
の
で
す
。
隠
喩
論
を
改
良
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
実
を
忘
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
こ
の
技
術
を
も
っ
と
、
議
論
し
や
す
い
科
学
の
形
に
翻
訳
す
る
必
要
が

が
い
け
ん

あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
内
含
的
な
認
識
を
外
顕
的
な
識
別
に
ま
で
高
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
リ

右
記
の
見
解
も
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
重
要
な
隠
喩
論
へ
の
貢
献
の
―
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
人
間
に
と
っ

て
、
隠
喩
を
理
解
す
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
は
あ
く
ま
で
不
正
確
な
も

の
で
あ
り
、
容
易
に
理
解
で
き
る
隠
喩
を
具
体
的
に
分
析
す
る
力
は
自
然
に
は
生
じ
な
い
。
こ
の
〈
実

践
力
〉
と
〈
分
析
力
〉
の
差
は
、
隠
喩
研
究
の
発
展
に
対
す
る
重
大
な
妨
害
と
な
っ
て
い
る
。
分
析
力

を
高
め
る
に
は
、
如
何
な
る
手
段
が
好
ま
し
い
だ
ろ
う
か
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
隠
喩
を
分
析
す
る
た
め
に
、

術
語
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
ジ
ュ
ー
ニ

(
1
2
)
と
い
う
こ
と
ば
を
、
あ
る
と
き
は

1
、
あ
る
と
き
は

2
、
あ

る
と
き
は
21
の
代
わ
り
に
用
い
、
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
計
算
で
ど
の
意
味
に
用
い
て
い
る
か
を
、

記
号
の
助
け
な
し
に
、
何
と
か
し
て
暗
記
し
た
り
見
分
け
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

も
っ
と
も
初
歩
的
な
算
数
で
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
意
味
、
表
現
、

隠
喩
、
比
較
、
主
題
、
詞
姿
、
心
象
の
ご
と
き
こ
と
ば
は
、
す
べ
て
、
か
よ
う
な
意
味
の
移
転
を
し

ま
す
。
こ
の
事
実
を
認
識
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
す
で
に
隠
喩
研
究
の
お
く
れ
た
理
由
の
（
中

一
部
の
説
明
に
は
な
り
ま
す
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

チ
ャ
ー
ズ

―
―
一
）

（リ

こ
の
術
語
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
「
注
意
」
（
英
語
で
は
"tenor")
と

「
媒
体
」

(('vehicle")

と
い
う
、
二
つ
の
用
語
を
提
供
す
る
。

ま
ず
手
始
め
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
術
語
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

博
士
が
、
ど
の
隠
喩
で
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
ふ
た
つ
の
概
念
と
呼
ん
だ
も
の

を
、
相
互
に
区
別
す
る
の
に
役
だ
ち
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
を

《
注
意
〉
と

〈
媒
体
〉
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
ま
す
。
隠
喩
に
関
し
て
奇
怪
な
こ
と
が
多
多
あ
る
う
ち
で
も
、
奇
怪
至
極
な
こ
と
は
、
隠

喩
の
こ
の

2
面
を
区
別
す
る
の
に
一
定
の
術
語
が
な
い
こ
と
で
す
ー
ぃ
や
し
く
も
、
混
乱
な
し

に
分
析
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
術
語
は
便
利
こ
の
上
も
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
な
、

ほ
と
ん
ど
必
要
不
可
欠
で
さ
え
あ
る
に
も
か
か
わ
れ
ず
、
今
ま
で
な
か
っ
た
の
で
す
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

八
八
一
八
九
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
再
び
翻
訳
に
お
け
る
不
可
思
議
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
右
記
の
引
用

に
お
い
て
、
下
線
部
の
言
葉
は
「
概
念
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
原
文
の
英
語
で
は
、

"idea"
、
つ
ま
り
「
観

念
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
翻
訳
を
通
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
曖
昧
な
英
語

^̂
idea"
が
言
語
学
の
専
門

家
が
利
用
す
る
専
門
用
語

"
c
o
n
c
e
p
t
"
に
変
化
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
翻
訳
上
の
進
化
と
も
い
え
よ
う
。

レ
イ
コ
フ
の
概
念
隠
喩
論
は
後
述
す
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
隠
喩
論
が
レ
イ
コ
フ
の
も
の
に
も
っ
と
も

接
近
し
て
い
る
の
は
、
日
本
語
訳
に
お
い
て
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
文
芸
評
論
家
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
の
専
門
用
語
を
用
い
た
分
析
の
実
例
を
取
り
上

げ
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
、

Sir
J
o
h
n
 D
e
n
h
a
m
の
テ
ム
ズ
川
に
関
す
る
詩
が
次
の
通
り
、
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

あ
あ
、
汝
の
ご
と
く
、
わ
れ
も
ま
た
流
る
る
を
え
ば
。

汝
の
流
れ
が
わ
が
主
題
と
な
れ
る
ご
と
く
、
そ
を
わ
が
模
範
と
す
る
を
え
ば
。

深
け
れ
ど
も
清
澄
に
、
静
か
な
れ
ど
も
不
活
発
な
ら
ず
、

強
け
れ
ど
も
た
け
か
ら
ず
、
あ
ふ
る
る
こ
と
な
く
、
充
ち
満
て
り
。
（
リ
チ
ャ
ー
ズ

こ
の
詩
に
関
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
や
は
り
注
意
と
媒
体
を
特
定
し
つ
つ
、
隠
喩
の
分
析
を
行
な
う
。

こ
こ
で
は
、
詩
人
の
心
の
流
れ
が
主
意
で
あ
り
、
河
は
媒
体
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

―
―
一
）
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ストラック・ダニエル

「
心
の
流
れ
」
と
い
う
表
現
は
原
文
に
お
い
て
、

"
f
l
o
w
o
f
 t
h
e
 p
o
e
t
'
s
 m
i
n
d
"
 (
R
i
c
h
a
r
d
s
―
ニ
―
)

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
自
分
の
術
語
を
一
応
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
説
明
は
理
想
的
で
は
な
い
と
い
え
る
。
「
川
の
流
れ
」
と
い
う
隠
喩
を
説
明
し
て
い
る
が
、
「
心
の

流
れ
」
と
い
う
表
現
、
つ
ま
り
同
じ
隠
喩
の
異
な
る
形
式
を
利
用
し
て
い
る
。
正
確
さ
の
た
め
に
術
語

を
用
い
て
い
る
が
、
や
は
り
、
隠
喩
の
明
白
で
具
体
的
な
説
明
は
、
術
語
の
問
題
の
み
に
は
限
定
さ
れ

て
い
な
い
。
例
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
「
詩
人
の
心
境
に
お
け
る
変
化
の
有
様
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た

と
す
れ
ば
、
先
の
説
明
に
お
け
る
循
環
論
法
的
な
説
明
を
回
避
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
の
見
解
を
発
展
さ
せ
た
哲
学
者

プ
ラ
ッ
ク

一
九
六
二
年
に
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
な
ど
の
哲
学
者
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ッ
ク
は
、

M
o
d
e
l
s

a
n
d
 

M
e
t
a
p
h
o
r
s
:
 S
t
u
d
i
e
s
 in L
a
n
g
蓉
:ge
a
n
d
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
と
い
う
著
著
を
発
表
し
た
。
そ
の
専
門
書
全

体
は
未
だ
に
和
訳
さ
れ
て
い
な
い
が
、
注
目
さ
れ
た
隠
喩
に
関
す
る
第
二
章
の
み
は
佐
々
木
健
一
編
「
創

造
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

プ
ラ
ッ
ク
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
同
様
に
、
隠
喩
を
分
析
す
る
た
め
に
、
専
門
用
語
が
必
要
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
し
か
し
、
プ
ラ
ッ
ク
は
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
術
語
に
満
足
せ
ず
、
新
し
い
用
語
を
提
供
し
て
い
る
。

プ
ラ
ッ
ク
の
分
析
方
法
を
紹
介
す
る
典
型
的
な
事
例
及
び
そ
れ
の
分
析
を
見
て
み
よ
う
。

T
h
e
 c
h
a
i
r
m
a
n
 p
l
o
w
e
d
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 discussion. 
(
B
l
a
c
k
二
六
）

議
長
は
議
論
を
鋤
き
分
け
て
い
っ
た
。
（
プ
ラ
ッ
ク
三
）

今
後
、
「
鋤
き
分
け
た
」
の
語
を
隠
喩
の
焦
点

(focus)
、
残
余
の
部
分
を
枠
組
み

(
f
r
a
m
e
)

と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
（
プ
ラ
ッ
ク

リ
チ
ャ
ー
ズ
と
プ
ラ
ッ
ク
の
術
語
は
あ
る
程
度
異
な
っ
て
い
る
。
隠
喩
に
お
け
る
、
注
目
を
集
め
が
ち

な
項
目
を
表
現
す
る
た
め
、
プ
ラ
ッ
ク
の
用
語
「
焦
点
」
が
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
用
語
「
注
意
」
に
類
似
し

て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
「
媒
体
」
と
異
な
っ
て
、
プ
ラ
ッ
ク
の
も
う
―
つ
の
用

語
「
枠
組
み
」
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
含
む
形
に
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
と
は
い
え
、
隠
喩
が
二

項
対
立
関
係
で
あ
る
点
を
軽
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
プ
ラ
ッ
ク
の
具
体
的
な
説
明
は
次
の
通
り
で

あ
る
。一

般
に
、
我
々
が
比
較
的
単
純
な
隠
喩
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
は
、
或
る
語
句
が
隠
喩
的
に
用
い

ら
れ
、
残
余
の
語
句
が
非
隠
喩
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六）

一
五 （

プ
ラ
ッ
ク

確
か
に
、
右
記
の
例
、
「
議
長
は
議
論
を
鋤
き
分
け
て
い
っ
た
」
に
お
い
て
、
一
般
的
な
文
章
に
お
い
て
、

隠
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
は
目
立
つ
。
少
な
く
と
も
こ
の
例
に
お
い
て
、
隠
喩
で
あ
る
と
い
う
意

識
が
そ
の
違
和
感
か
ら
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の
上
、
注
目
を
集
め
る
「
焦
点
」
と
い
う
単
語
の
真
意
は
、

隠
喩
の
背
景
全
体
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
解
釈
で
き
な
い
。
プ
ラ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
文
章

内
に
お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
文
章
以
外
に
存
在
す
る
背
景
と
な
る
知
識
の
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
重
要
性
に
関
し
て
、
プ
ラ
ッ
ク
は
次
の
通
り
付
言
し
て
い
る
。

チ
ャ
ー
チ
ル
の
有
名
な
台
詞
に
ム
ッ
ソ
リ
ニ
の
こ
と
を
「
t
h
a
t
utensil
あ
の
道
具
」
と
呼
ん
だ
も
の

が
あ
る
が
、
そ
の
時
、
声
の
調
子
、
前
後
の
言
葉
、
歴
史
的
背
景
な
ど
か
ら
、
こ
れ
が
何
の
隠
喩
な

の
か
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
隠
喩
の
認
知
と
解
釈
の
た
め
に
当
の
発
言
を
め
ぐ
る
特
殊
状

況
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
一
例
で
す
。
（
プ
ラ
ッ
ク

以
前
に
説
明
し
た
通
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
隠
喩
が
論
理
学
的
な
理
屈
に
基
い
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
し
か
し
、
数
学
理
論
者
で
あ
り
、
哲
学
者
で
も
あ
る
プ
ラ
ッ
ク
は
、
隠
喩
が
論
理
的
に
展
開

し
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
の
説
明
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

も
し
「
A
と
B
は
P
の
点
に
関
し
て
似
て
い
る
」
（
プ
ラ
ッ
ク
一
四
）
の
で
あ
る
「
な
ら
ば
、
物
理

学
の
命
題
を
支
配
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
厳
格
な
規
則
が
、
直
喩
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
」
（
プ
ラ
ッ
ク
一
四
）
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
「
隠
喩
的
陳
述
は
形
式
的
比
較

や
そ
の
他
何
ら
か
の
本
義
的
陳
述
の
代
替
物
で
は
な
く
、
他
と
異
な
る
自
身
の
能
力
と
成
果
と
を
持
つ

の
で
あ
る
。
」
（
プ
ラ
ッ
ク
一
四
）

プ
ラ
ッ
ク
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
を
そ
れ
ほ
ど
受
け
て
い
な
い
と
見
え
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の

隠
喩
論
に
登
場
す
る
―
つ
の
発
想
が
、
プ
ラ
ッ
ク
の
理
論
に
お
い
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
そ
れ
は
二
項
対
立
関
係
に
お
け
る
「
相
互
作
用
」
で
あ
る
。
プ
ラ
ッ
ク
は
次
の
通
り
、
リ
チ
ャ
ー

ズ
を
引
用
し
て
い
る
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
か
ら
の
引
用
~
「
こ
の
上
な
く
単
純
に
定
式
す
れ
ば
、
隠
喩
を
用
い
る
時
我
々
は
、

語
な
い
し
一
句
を
支
え
と
し
て
、
二
つ
の
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
思
念
を
同
時
に
働
か
せ
て
い
る
。

こ
の
語
句
の
意
味
は
二
つ
の
思
念
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
プ
ラ
ッ
ク

五）

七）
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隠 喩 と は 何 か

プ
ラ
ッ
ク
は
、

リ
チ
ャ
ー
ズ
と
同
様
、
隠
喩
の
解
釈
に
お
い
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
プ
ラ
ッ
ク
の
見
解
は
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
比
べ
て
、
よ
り
発
展
し
た
も
の
と
見

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ラ
ッ
ク
は
隠
喩
を
理
解
す
る
人
間
の
既
存
の
知
識
、
す
な
わ
ち
二
項
対
立
関
係

の
項
目
以
外
の
要
素
を
、
隠
喩
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
配
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
既
存

の
知
識
」
を
、
「
連
想
さ
れ
た
通
念
の
体
系
」
と
、
プ
ラ
ッ
ク
は
呼
ぶ
。

「M
a
n
is a
 wo
l
f
.
人
間
は
狼
で
あ
る
」
と
い
う
陳
述
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
主

題
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
第
一
主
題
の
人
間
と
副
主
題
の
狼
と
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
隠
喩
的
な
文

は
、
狼
を
ろ
く
に
知
ら
な
い
読
者
に
対
し
て
は
意
図
さ
れ
た
意
味
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
必
要
な
こ
と
は
、
「
狼
」
の
標
準
的
な
、
辞
書
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
を
知
る
こ
と
で
は

、
、
、
、
、

な
く
ー
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
語
を
本
義
で
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
ー
ー
＇
連
想
さ
れ
た

通
念
の
体
系

(
s
y
s
t
e
m
o
f
 a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 c
o
m
m
o
n
p
l
a
c
e
s
)

と
私
が
呼
ぶ
も
の
を
知
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
（
プ
ラ
ッ
ク
一
七
）

こ
の
側
面
に
お
い
て
、
隠
喩
を
論
理
に
基
づ
い
た
現
象
と
し
て
理
解
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
か

ら
離
れ
て
し
ま
う
。
ブ
ラ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
連
想
さ
れ
た
通
念
の
体
系
」
は
論
理
学
的
な
法

則
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
構
想
で
は
な
く
、
誤
解
さ
え
含
ま
れ
て
い
る
類
の
知
識
体
系
で
あ
る
。

隠
喩
の
土
台
と
な
る
、
こ
の
非
論
理
的
な
組
織
性
が
次
の
通
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ご
び
ゅ
う

専
門
家
か
ら
見
れ
ば
、
通
念
の
体
系
は
半
可
な
真
実
や
、
多
く
の
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な

い
（
た
と
え
ば
鯨
を
魚
と
す
る
よ
う
な
）
。
し
か
し
隠
喩
が
効
果
を
あ
げ
る
の
に
大
切
な
こ
と
は
、
そ

の
通
念
が
真
実
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
す
み
や
か
に
、
か
つ
自
然
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
（
プ
ラ
ッ
ク

プ
ラ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
二
つ
の
連
想
さ
れ
た
通
念
の
体
系
を
合
わ
せ
る
と
、
「
焦
点
」
が
「
枠
組
み
」
に

よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
枠
組
み
」
の
意
味
内
容
も
、
あ
る
程
度
、
変
化
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
プ
ラ
ッ
ク
は
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

も
し
あ
る
男
を
狼
と
呼
ぶ
こ
と
が
彼
に
特
別
な
照
明
を
あ
て
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
隠
喩

に
よ
っ
て
狼
も
ま
た
他
の
場
合
に
比
べ
て
人
間
的
に
見
え
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
忘

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
（
プ
ラ
ッ
ク

一
七

二
二
）

プ
ラ
ッ
ク
は
哲
学
者
で
あ
る
た
め
、
主
に
哲
学
的
な
言
語
を
駆
使
し
て
隠
喩
論
を
展
開
し
た
が
、
部
分

的
に
文
学
に
関
す
る
隠
喩
に
関
し
て
も
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
と
は
、
技
巧
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
隠
喩
の
大
枠
、
す
な
わ
ち
広
範
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
文
学
に
お

け
る
隠
喩
の
技
巧
に
関
し
て
プ
ラ
ッ
ク
は
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

隠
喩
は
承
認
済
み
の
通
念
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
構
築
さ
れ
た
含
意
体
系
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
隠
喩
は
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
も
の
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
で
き
あ
い
を
買
う

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
プ
ラ
ッ
ク

言
語
学
の
枠
を
超
え
て
、
記
号
論
的
な
隠
喩
論
を
提
供
し
た
哲
学
者
リ
ク
ー
ル

一
九
七
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
が
『
生
き
た
隠
喩
』
と
い
う
著
書
を
発

表
し
た
。
プ
ラ
ッ
ク
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
見
解
を
参
考
に
し
つ
つ
論
じ
た
リ
ク
ー
ル
で
あ
る
が
、
と
り
わ

け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
様
々
な
思
想
を
活
用
し
つ
つ
隠
喩
を
再
検
討
し
て
、
記
号
論
の
知
識
に
基
づ
い

た
隠
喩
論
を
発
表
し
た
。

リ
ク
ー
ル
に
よ
る
と
、
従
来
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
は
決
定
的
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
不
完
全

な
理
解
へ
と
導
い
た
原
因
で
も
あ
っ
た
。
隠
喩
論
の
誤
っ
た
初
歩
に
関
し
て
、
リ
ク
ー
ル
は
次
の
通
り

述
べ
て
い
る
。

し

ゃ

く

じ

ち

ゅ

う

じ

く

、

『
詩
学
』
で
は
、
隠
喩
は
ど
の
よ
う
に
し
て
借
辞
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
。
借
辞
の
中
軸
を
な
す
名

じ

ぼ

せ

つ

ぞ

く

詞
の
媒
介
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
借
辞
全
体
は
次
の
部
分
に
帰
す
る
。
す
な
わ
ち
字
母
、
音
節
、
接
続

小
詞
、
分
節
小
詞
、
名
詞
、
動
詞
、
格
、
文
章
で
あ
る
」
（
『
詩
学
]
1
4
5
6
b
2
0ー

2
1
)

。
こ
う
し
て
そ

の
後
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
隠
喩
の
運
命
が
固
定
さ
れ
る
。
以
後
、
隠
喩
は
詩
学
と
修
辞
学
と
に
、

言
述
の
レ
ベ
ル
で
な
く
、
言
述
の
分
節
、
す
な
わ
ち
名
詞
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
関
係
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
（
リ
ク
ー
ル

先
の
発
言
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

リ
ク
ー
ル
は
言
語
学
及
び
言
語
学
が
提
供
す
る
意
味
論
に
対

し
て
否
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
彼
の
見
解
を
説
明
し
て
い
る
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
言
語

学
者
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の

P
r
o
b
l
e
m
e
s
d
e
 
linguistique g
翌
さ
‘dle
か
ら
引
用
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

―
―
)
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ストラック・ダニエル

認
知
意
味
論
の
知
識
に
よ
っ
て
説
明
す
る
言
語
学
者
レ
イ
コ
フ

し
か
し
、

い
る
。

一
五
二
）

文
は
語
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
が
、
語
は
単
に
文
を
分
節
し
た
も
の
で
は
な
い
。
文
は
、
諸
部
分
の

総
和
に
は
還
元
さ
れ
な
い
―
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
全
体
に
内
在
す
る
意
味
は
、
構
成
要

素
の
集
合
内
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
（
リ
ク
ー
ル

つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
の
本
当
の
意
味
が
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
全
体
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
が
正
し
け

れ
ば
、
文
書
の
構
成
要
素
で
あ
る
言
語
は
、
そ
の
全
体
的
な
意
味
を
開
放
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な

い
。
リ
ク
ー
ル
の
思
想
は
、
不
完
全
で
あ
る
言
述
レ
ベ
ル
の
思
想
で
は
な
く
、
相
対
性
に
富
ん
で
い
る

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
述
レ
ベ
ル
で
し
か
考
え
て
い
な
い

た
め
、
リ
ク
ー
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
隠
喩
論
を
批
判
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、
リ
ク
ー
ル
は
リ

チ
ャ
ー
ズ
及
び
プ
ラ
ッ
ク
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
部
分
の
み
を
肯
定
し
て

―
つ
の
点
に
お
い
て
、
リ
ク
ー
ル
は
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
プ
ラ
ッ
ク
の
意
見
と
正
反
対
の
立
場

を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
分
析
の
必
要
性
と
い
う
点
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
文
学
作
品

は
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
べ
き
は
言
述
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
レ
ベ
ル
な
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
認
知
言
語
学
の
代
表
的
学
者
の
一
人
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
バ
ー
ク

レ
ー
校
で
現
在
言
語
学
を
教
え
て
い
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ
フ
で
あ
る
。
レ
イ
コ
フ
は
元
々
意
味
論
を
研

究
し
て
い
た
が
、
オ
レ
ゴ
ン
大
学
の
哲
学
者
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
そ
し
て
文
学
研
究
者
、
マ
ー
ク
・

タ
ー
ナ
ー
と
の
共
作
に
よ
り
、
隠
喩
に
関
す
る
二
冊
の
専
門
書
を
出
版
し
た
。
哲
学
に
お
け
る
隠
喩
を

説
明
す
る
『
レ
ト
リ
ッ
ク
と
人
生
j

は
一
九
八

0
年
に
発
表
さ
れ
、
文
学
作
品
に
お
け
る
隠
喩
を
取
り

上
げ
た
書
物
は
、
一
九
八
七
年
に
発
表
の
『
詩
と
認
知
」
で
あ
っ
た
。

レ
イ
コ
フ
に
お
け
る
隠
喩
は
、
言
述
レ
ベ
ル
よ
り
も
む
し
ろ
、
概
念
体
系
に
帰
属
し
て
い
る
。
レ
イ

コ
フ
は
意
味
論
の
専
門
家
で
あ
る
た
め
、
隠
喩
に
関
す
る
華
本
的
知
識
は
、
言
語
と
概
念
の
関
係
性
を

研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
結
果
で
あ
っ
た
。
言
語
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
レ
デ
ィ
ー
の
研
究
の
影
響

も
受
け
、
哲
学
者
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
共
著
の
「
人
生
と
レ
ト
リ
ッ
ク
j

と
い
う
著
書
を
発
表
し
た
。
レ
イ

コ
フ
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
る
と
、
隠
喩
の
最
も
基
本
的
な
要
素
は
、
言
語
で
は
な
く
、
概
念
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
彼
ら
は
説
明
し
て
い
る
。

人
間
の
概
念
体
系
の
中
に
メ
タ
フ
ァ
ー
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
言
語
表
現
と
し
て
メ
タ

フ
ァ
ー
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、
た
と
え
ば
「
議
論
は
戦
争
で
あ
る
」
の
よ
う

な
さ
ま
ざ
ま
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、
常
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
メ
タ
フ
ァ
ー
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
概
念
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
御
承
知
い
た
だ
き
た
い
。
（
レ
イ
コ

フ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

人
間
は
、
生
れ
て
す
ぐ
、
日
常
的
な
行
動
に
不
可
欠
な
概
念
体
系
を
築
き
は
じ
め
る
。
言
語
を
習
う
以

前
の
時
点
に
お
い
て
も
、
す
で
に
基
本
的
な
概
念
は
心
理
の
な
か
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
人
の
概
念
体
系
と
比
較
す
れ
ば
、
子
供
時
分
の
概
念
は
素
朴
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
子
供
は

言
語
を
習
う
際
に
、
新
し
く
記
憶
す
る
言
葉
を
そ
の
概
念
体
系
の
土
に
植
え
つ
け
て
い
く
。
言
語
的
な

知
識
は
、
既
存
の
概
念
体
系
と
の
関
連
を
通
し
て
、
全
体
の
理
解
が
安
定
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
言
語

及
び
隠
喩
は
、
独
立
し
た
形
で
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
概
念
体
系
に
根
本
的
に
依
存
し

て
い
る
。

レ
イ
コ
フ
は
文
学
研
究
者
の
マ
ー
ク
・
タ
ー
ナ
ー
と
、
『
詩
と
認
知
」
と
い
う
著
書
を
共
作
し
た
。
『
詩

と
認
知
j

は
と
り
わ
け
文
学
作
品
に
お
け
る
隠
喩
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は
、
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と

人
生
j

の
引
用
を
を
交
え
つ
つ
説
明
す
る
。
レ
イ
コ
フ
と
タ
ー
ナ
ー
は
、
文
学
に
お
け
る
意
味
と
概
念

の
関
係
に
関
し
て
、
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
と
関
連
し
た
混
乱
は
文
学
研
究
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
詩
や
そ
の
他
の
文
学
作
品
の
意
味

は
言
葉
自
体
に
内
在
す
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
音
声
の
連
続
と
し
て
の
言
葉
は
、
あ
る
概
念
図
式

の
中
の
概
念
を
慣
習
的
に
表
現
す
る
。
（
中
略
）
例
え
ば
「
刈
り
と
る
者
」
と
い
う
言
葉
は
植
物
を
栽

培
す
る
作
業
全
体
を
図
式
的
に
喚
起
す
る
。
つ
ま
り
言
葉
は
そ
れ
が
狭
い
意
味
で
指
示
す
る
よ
り
も

多
く
の
も
の
を
心
の
中
に
よ
び
出
す
わ
け
で
あ
る
。
意
味
の
あ
り
か
[
た

r
と
は
言
葉
（
す
な
ゎ
ち

口
に
さ
れ
た
音
声
の
連
続
や
ペ
ー
ジ
に
あ
る
文
字
の
羅
列
）
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ

る
概
念
内
容
な
の
で
あ
る
。
隠
喩
は
そ
の
意
味
で
人
の
心
の
中
に
あ
る
わ
け
で
、
ペ
ー
ジ
の
上
の
言

葉
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー
[
]
＊
の
箇
所
は
筆
者
が
加

筆
し
た
も
の
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
概
念
と
隠
喩
の
関
係
で
あ
る
。
レ
イ
コ
フ
と
タ
ー
ナ
ー
に
よ
る
と
、
「
刈
り

と
る
者
」
と
言
う
表
現
は
、
直
接
的
に
言
語
以
外
の
心
理
（
つ
ま
り
、
感
覚
）
の
面
と
繋
が
っ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
プ
ラ
ッ
ク
が
紹
介
し
た
「
連
想
さ
れ
た
通
念
の
体
系
(
s
y
s
t
e
m
of a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 c
o
m
m
o
n
-

places)
」
（
プ
ラ
ッ
ク
一
七
）
の
発
想
と
非
常
に
似
て
い
る
。
実
際
、
プ
ラ
ッ
ク
の
「
連
想
さ
れ
た
通

念
の
体
系
」
に
「
感
覚
」
的
な
側
面
を
加
え
る
と
、
レ
イ
コ
フ
が
提
供
し
て
い
る
「
概
念
」
に
な
る
と

七）

―
二

0
)

(8) 



隠

レ
イ
コ
フ
は
、

リ
チ
ャ
ー
ズ
と
プ
ラ
ッ
ク
と
同
様
、
隠
喩
を
分
析
す
る
た
め
の
術
語
の
必
要
性
を
感

じ
た
が
、
自
分
の
隠
喩
論
が
前
者
よ
り
も
進
ん
で
い
る
と
考
え
た
た
め
か
、
以
前
の
用
語
を
採
用
し
な

か
っ
た
。
レ
イ
コ
フ
の
用
語
は
、
二
項
対
立
関
係
の
二
つ
の
概
念
を
重
視
す
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。

そ
の
上
に
、
レ
イ
コ
フ
は
、
頭
脳
内
に
見
ら
れ
る
現
象
を
表
現
す
る
「
写
像
」

(
"
m
a
p
p
i
n
g
"
)
と
い
う

神
経
学
の
専
門
用
語
を
利
用
し
て
い
る
。
写
像
は
、
人
間
の
頭
脳
に
お
け
る
、
概
念
と
概
念
の
間
に
見

ら
れ
る
電
気
化
学
的
な
経
路
で
あ
る
。
レ
イ
コ
フ
は
次
の
通
り
説
明
し
て
、
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
深
く
慣
習
化
さ
れ
た
概
念
的
隠
喩
、
す
な
わ
ち
本
書
で
論
じ
る
基
本
的
隠
喩
に
あ
っ

て
は
、
あ
る
概
念

(11
目
標
領
域
）
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
他
の
概
念

(11
根
源
領
域
）
の
非

隠
喩
的
な
側
面
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
。

A
は
B
で
あ
る
と
い
う
隠
喩
は
す
な
わ
ち
根
源
領
域
B
に
つ
い
て
の
知
識
構
造
の
一
部
が
目
標
領

域
A
へ
と
写
像
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー
七
一
）

例
こ
時
は
私
の
若
さ
を
盗
ん
だ
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー
四
八
）

擬
人
化
は
隠
喩
の
一
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
根
源
領
域
（
盗
み
）
が
あ
り
、
目
標
領
域

（
時
）
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
根
源
領
域
の
何
ら
か
の
側
面
を
隠
喩
に
よ
っ
て
目
標
領
域
に
写
像
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
新
し
い
理
解
を
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
今
の
例
で
は
、
こ
う
し
た
写
像
関
係
に
よ
っ

て
、
若
さ
を
貴
重
品
と
し
て
隠
喩
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー

レ
イ
コ
フ
の
場
合
に
お
い
て
、
彼
が
提
供
し
て
い
る
用
語
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
同
様
に
二
項
対
立
関
係

を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
隠
喩
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
プ
ラ
ッ
ク
は
「
連
想
さ
れ
た
通
念
の
体

系
」
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
レ
イ
コ
フ
は
プ
ラ
ッ
ク

の
よ
う
に
一
方
の
み
を
考
察
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
源
領
域
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
、
目
標
領
域
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
レ
イ
コ
フ
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
用
語
と
プ
ラ
ッ

ク
の
用
語
の
良
い
特
徴
を
自
分
の
用
語
に
生
か
し
て
融
合
し
た
と
い
え
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
か
ら
、
比
喩
と
隠
喩
は
別
々
の
現
象
と
見
ら
れ
て
き
た
が
、
レ
イ
コ
フ
に

と
っ
て
は
、
こ
の
相
違
は
表
面
的
な
形
式
の
み
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
隠
喩
の
機
能
性
に
大
き
く
は

影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

A
が
文
字
通
り
に
は

B
で
な
い
と
い
う
時
、
隠
喩
は
「
A
は
B
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
表
現
で
あ
り
、

「
A
は
B
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
表
明
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
隠
喩
を
文
法
形
式
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
隠
喩
の
何
た
る
か
を
全

四
九

喩 と

一
四
三
）

く
見
失
っ
て
い
る
。
正
し
く
は
、
隠
喩
と
は
一
っ
の
概
念
を
他
の
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で

あ
り
、
表
明
の
形
式
が
隠
喩
的
で
あ
ろ
う
と
直
喩
的
で
あ
ろ
う
と
、
概
念
的
に
は
隠
喩
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー

死
喩
に
関
し
て
、
レ
イ
コ
フ
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
同
様
、
「
机
の
脚
」
の
よ
う
な
、
死
喩
に
見
え
る
も
の

は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
概
念
と
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
完
全
に
「
死
ん
で
い
る
」

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
レ
イ
コ
フ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
本
当
の

意
味
の
死
喩
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
例
と
し
て
、
彼
は
英
語
の
言
葉

"
p
e
d
i
g
r
e
e
"
を
指
摘
し
て
い
る
。

例
え
ば
、

p
e
d
i
g
r
e
e

(
家
系
）
と
い
う
語
は
古
代
フ
ラ
ン
ス
語
の

p
i
e
d
d
e
 g
r
u
e
 
(
鶴
の
脚
）
か
ら

来
て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
二
本
に
分
か
れ
た
鶴
の
脚
の
形
を
家
系
の
枝
分
か
れ
図
へ
と
写
像
し

た
イ
メ
ー
ジ
的
隠
喩
に
基
い
て
い
る
。
だ
が
こ
の
イ
メ
ー
ジ
的
隠
喩
は
現
在
は
概
念
レ
ベ
ル
に
は
存

在
し
な
い
し
、
言
語
レ
ベ
ル
で
も
p
e
d
i
g
r
e
e
で
鶴
の
脚
を
指
し
た
り
は
し
な
い
。
こ
れ
は
概
念
・
言

語
の
双
方
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
死
ん
だ
隠
喩
と
い
え
る
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー
一
三
九
一

レ
イ
コ
フ
の
隠
喩
論
は
概
念
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
は
普
遍
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
概
念

が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
文
化
言
語
体
系
に
見
ら
れ
る
隠
喩
は
異
文
化
に
お
い
て
も

存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
レ
イ
コ
フ
に
よ
る
と
、
概
念
は
部
分
的
に
人
間
個
体
の
身
体
上
の
基
本

的
な
組
織
性
に
属
し
て
い
る
が
、
残
余
の
部
分
は
文
化
あ
る
い
は
個
人
的
な
体
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
数
の
隠
喩
に
は
、
文
化
的
な
特
色
が
見
ら
れ
る
。
文
化
レ
ベ
ル
に
お
け

る
隠
喩
の
一
貫
性
に
関
し
て
、
レ
イ
コ
フ
は
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

あ
る
文
化
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
価
値
観
は
、
そ
の
文
化
で
最
も
根
本
的
な
概
念
に
構
造
を
与
え

て
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
一
貫
性
を
も
っ
て
い
る
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー

二
冊
の
著
書
に
お
い
て
、
レ
イ
コ
フ
は
多
数
の
事
例
を
分
析
し
て
い
く
。
そ
の
例
文
の
な
か
に
、
普
段

気
づ
か
な
い
よ
う
な
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
に
潜
ん
で
い
る
隠
喩
も
多
数
見
ら
れ
る
。
そ

の
具
体
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

I
D
E
A
S
 A
R
E
 P
L
A
N
T
S
 

は 何

四

0
)

カ>

い
え
る
。

〈
考
え
は
植
物
で
あ
る
〉

三
二
）

(9) 



ストラック・ダニエル

H
i
s
 i
d
e
a
s
 h
a
v
e
 finally c
o
m
e
 to fruition. 

〈
彼
の
考
え
は
つ
い
に
実
を
結
ん
だ
。
〉

T
h
a
t
 i
d
e
a
 
d
i
e
d
 o
n
 the 
vine・ 

〈
そ
の
考
え
は
実
を
結
ば
ず
に
終
わ
っ
た

T
h
a
t
'
s
 a
 b
u
d
d
i
n
g
 theory. 

〈
芽
を
出
し
か
け
た
ば
か
り
の
理
論
だ
。
〉

It 
will 
t
a
k
e
 y
e
a
r
s
 for t
h
a
t
 i
d
e
a
 
to 
c
o
m
e
 to 
full f
l
o
w
e
r
.
 

〈
そ
の
思
想
が
開
花
す
る
に
は
何
年
も
か
か
る
だ
ろ
う
。
〉

（
レ
イ
コ
フ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

(11
未
完
に
終
っ
た
）
。
〉

七
三
）

右
記
の
例
か
ら
分
る
通
り
、
文
の
み
を
独
立
し
た
形
で
解
釈
す
る
際
に
は
、
隠
喩
体
系
の
一
例
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
レ
イ
コ
フ
が
同
類
の
表
現
を
右
の
よ
う
に
並
列
す
る
と
、
そ

の
体
系
性
を
見
出
す
こ
と
が
容
易
に
で
き
る
。
〈
考
え
は
植
物
で
あ
る
〉
と
い
う
隠
喩
は
、
言
語
的
な
飾

り
で
は
な
く
、
思
想
上
に
お
け
る
構
造
の
一
っ
と
い
え
る
。
例
文
全
部
が
和
訳
の
ま
ま
自
然
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
大
半
は
問
題
な
く
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
伝
え
ら
れ
る
た
め
、
日
本
語
に
も
、

英
語
と
類
似
し
た
隠
喩
体
系
が
存
在
し
て
い
る
と
仮
定
し
よ
う
。

リ
チ
ャ
ー
ズ
が
指
摘
し
た
通
り
、
隠
喩
が
言
語
に
遍
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
点
が
よ
り

多
く
一
般
的
に
認
知
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
レ
イ
コ
フ
に
よ
る
と
多
く
の
隠
喩
は
、
単
発

的
な
隠
喩
と
し
て
発
生
す
る
よ
り
も
、
連
結
し
て
い
る
隠
喩
体
系
の
一
要
素
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
い
。
こ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
隠
喩
体
系
の
存
在
が
よ
り
注
目
さ
れ

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
レ
イ
コ
フ
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
次
の
二
つ
の
理
由
を
明
示
し
て
い
る
。

―
つ
は
、
「
単
発
的
方
法
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
隠
喩
的
表
現
を
結
び
つ
け
る
体

系
的
な
原
理
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
ず
、
単
発
的
に
分
析
す
る
取
り
組
み
方
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

個
々
の
隠
喩
表
現
は
互
い
に
無
関
係
で
あ
る
か
の
如
く
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

も
う
―
つ
は
、
「
根
源
領
域
し
か
見
な
い
」
誤
り
で
、
根
源
領
域
か
ら
目
標
領
域
へ
の
写
像
を
見
落

と
し
、
前
者
だ
け
を
考
え
に
入
れ
る
立
場
で
あ
る
。
例
え
ば
「
古
い
炎
(11
昔
の
恋
人
）
」
（
o
l
d
f
l
a
m
e
)
 

と
「
燃
え
る
青
春
」

(fiery
y
o
u
t
h
)
と
い
う
例
で
は
、
ど
ち
ら
も
根
源
領
域
が
火
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

両
者
を
「
火
の
隠
喩
」
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
し
ま
い
、
同
じ
は
た
ら
き
方
を
し
て
い
る
と
考

え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
「
古
い
炎
」
は
愛
は
火
で
あ
る
と
い
う
隠
喩
に
、
「
燃
え

る
青
春
」
は
生
命
は
火
で
あ
る
と
い
う
隠
喩
に
基
い
て
い
る
訳
で
、
根
源
領
域
は
同
じ
で
も
目
標
領

域
と
写
像
関
係
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー

一
三
八
一

一
三
九
）

隠
喩
論
に
対
す
る
、
レ
イ
コ
フ
の
も
う
―
つ
の
重
要
な
貢
献
は
、
隠
喩
の
典
型
的
パ
タ
ー
ン
を
指
摘
し

た
こ
と
で
あ
る
。
隠
喩
の
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
は
な
い
が
、
多
く
の
場
合
に
、
隠
喩
の
「
根
源

領
域
」
は
よ
り
具
体
的
な
領
域
で
あ
り
、
「
目
標
領
域
」
は
よ
り
抽
象
的
な
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
。

例
と
し
て
、
プ
ラ
ッ
ク
の
事
例
を
も
う
一
度
、
取
り
上
げ
よ
う
。

T
h
e
 c
h
a
i
r
m
a
n
 p
l
o
w
e
d
 t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 discussion. 
(
B
l
a
c
k
 

議
長
は
議
論
を
鋤
き
分
け
て
い
っ
た
。
（
プ
ラ
ッ
ク
三
）

レ
イ
コ
フ
の
分
析
法
を
用
い
て
、
プ
ラ
ッ
ク
の
事
例
を
分
析
す
る
と
、
〈
議
長
の
議
論
に
対
す
る
態
度
〉

が
「
目
標
領
域
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
議
論
の
進
め
方
」
は
比
較
的
抽
象
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
と
比
べ
て
、
〈
土
を
耕
す
農
家
の
土
に
対
す
る
態
度
〉
は
よ
り
具
体
的
な
行
為
で
あ
る
。
表
現
上
、

短
い
隠
喩
で
あ
る
が
、
具
体
性
に
富
ん
で
い
る
〈
農
家
の
土
に
対
す
る
態
度
〉
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
た
め
、

「
議
長
は
会
議
に
出
席
し
て
い
る
人
た
ち
の
意
見
に
関
心
を
示
さ
な
い
ま
ま
に
、
会
議
を
速
や
か
に
進

行
し
て
行
な
っ
た
」
と
い
う
、
よ
り
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
例
と
同

様
に
、
抽
象
的
概
念
を
、
よ
り
具
体
的
な
概
念
を
通
し
て
理
解
す
る
の
は
、
隠
喩
の
基
本
的
な
戦
略
で

あ
る
。
例
外
は
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
、
レ
イ
コ
フ
が
こ
の
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
隠
喩
論

へ
の
多
大
な
貢
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
プ
ラ
ッ
ク
の
「
相
互
作
用
説
」
に
戻
る
が
、
こ
の
相
互
作
用
説
は
レ
イ
コ
フ
の
見
解
と
は

異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
レ
イ
コ
フ
は
、
お
そ
ら
く
プ
ラ
ッ
ク
の
説
を
考
慮
し
た
上
で
、

次
の
通
り
反
論
し
て
い
る
。

一
四
二
）

わ
れ
わ
れ
が
人
生
を
旅
と
い
う
形
で
理
解
す
る
さ
い
に
は
、
人
生
を
旅
と
い
う
概
念
の
枠
内
で
構
造

化
し
、
人
生
と
い
う
概
念
領
域
に
旅
と
結
び
つ
い
っ
た
推
論
の
パ
タ
ン
を
写
像
す
る
。
そ
の
一
方
で

旅
と
い
う
概
念
領
域
に
は
人
生
と
結
び
つ
い
た
推
論
の
パ
タ
ン
は
写
像
さ
れ
な
い
。
（
中
略
）
人
生
は

旅
で
あ
る
と
い
う
時
に
は
二
つ
の
領
域
を
双
方
向
的
に
比
較
し
て
、
そ
こ
か
ら
共
通
を
拾
い
上
げ
て

い
る
だ
け
だ
と
い
う
見
方
が
と
ら
れ
る
。
（
中
略
）
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
旅
を
習
慣
的
に
人
生
に
つ

い
て
の
言
葉
で
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
搭
乗
を
「
誕
生
」
と
呼
び
、
出
発
を
「
死
」
と
呼
ん
だ

り
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
（
レ
イ
コ
フ
、
タ
ー
ナ
ー

レ
イ
コ
フ
に
と
っ
て
、
隠
喩
に
よ
る
概
念
と
概
念
の
関
わ
り
は
、
一
方
通
行
の
関
係
で
あ
る
。
プ
ラ
ッ

ク
は
、
「
人
間
は
狼
で
あ
る
」
と
い
う
隠
喩
が
成
り
立
つ
と
、
狼
は
こ
の
隠
喩
を
通
し
て
人
間
に
関
連
し

二
六
）

(10) 



隠 喩 と は 何 か

隠
喩
研
究
の
歴
史
に
お
い
て
、
「
隠
喩
」
の
基
本
的
な
存
在
を
疑
問
視
す
る
学
者
も
い
る
こ
と
を
否
定

で
き
な
い
。
と
り
わ
け
プ
ラ
ッ
ク
の
隠
喩
論
に
対
し
て
反
発
し
、
隠
喩
の
懐
疑
者
の
代
表
に
な
っ
た
の

は
、
米
哲
学
者
の
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
で
あ
る
。
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
隠
喩
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
洞
察
を
呼
び
起
こ
し
た
り
誘
発
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
あ
る
字
義
通
り
の
陳
述
を
行
な

う
こ
と
に
よ
っ
て
偽
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

つ
ま
り
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
隠
喩
に
関
し
て
否
定
し
て
い
る
の
は
、
隠
喩
の
存
在
そ
の
も
の
と
い
う

よ
り
も
、
隠
喩
と
い
う
現
象
の
認
知
上
の
過
程
で
あ
る
。
普
段
の
言
語
は
ス
ト
レ
ー
ト
な
意
味
を
そ
の

ま
ま
解
釈
す
る
が
、
隠
喩
は
こ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
解
釈
が
失
敗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
き
手

は
想
像
力
を
働
か
せ
て
何
か
の
共
通
性
を
手
探
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

具
体
的
に
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
論
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
彼
は
事
物
の
共
通
性
に
関
し
て
、
次
の

通
り
述
べ
て
い
る
。

似
性
あ
る
い
は
類
似
性

(
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
)
を
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
二
つ
の
薔
薇
は
、
そ
れ
ら
が

薔
薇
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
共
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
類
似
し
て
い
る
。
二
人
の
幼
児
は
、
そ
の
幼

児
性
の
た
め
に
類
似
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
端
的
に
、
薔
薇
は
薔
薇
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

幼
児
は
幼
児
で
あ
る
が
ゆ
え
に
類
似
し
て
い
る
。
（
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
ニ
六
六
）

し
か
し
、
隠
喩
に
は
一
般
の
言
語
に
見
ら
れ
る
類
似
性
が
な
い
た
め
に
、
こ
の
字
義
通
り
の
発
言
は
隠

喩
作
業
を
引
き
起
こ
す
。

あ
る
有
名
な
批
評
家
の
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
偉
大
な
徳
高
き
幼
児
」
で
あ

る
と
い
う
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
明
ら
か
に
、
幼
児
の
ト
ル
ス
ト
イ
で
は
な

く
、
大
人
の
作
家
ト
ル
ス
ト
イ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
隠
喩
で
あ
る
。
で
は
、
作
家
と
し
て
の

ト
ル
ス
ト
イ
は
ど
う
い
う
い
み
で
幼
児
と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ

の
す
べ
き
こ
と
は
、
通
常
の
幼
児
す
べ
て
と
、
そ
れ
に
加
え
て
大
人
の
ト
ル
ス
ト
イ
を
も
含
む
、
対

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の

て
く
る
と
い
う
が
、

「
非
隠
喩
論
」
に
関
し
て

レ
イ
コ
フ
と
タ
ー
ナ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
関
連
性
を
否
定
し
て
い
る
。

二
九
一
）

二
六

象
の
ク
ラ
ス
を
考
え
、
そ
う
し
て
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
成
員
は
ど
の
よ
う
な
特
殊
で
意
外
な
性
質
を
共

通
に
持
っ
て
い
る
の
か
と
自
問
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

し
か
し
、
そ
の
隠
喩
に
慣
れ
た
後
は
、
字
義
通
り
の
意
味
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、

元
々
隠
喩
的
な
作
業
を
引
き
起
こ
し
た
字
義
通
り
の
表
現
か
ら
、
本
来
の
字
通
り
の
意
味
と
は
異
な
る
、

新
し
い
字
義
通
り
の
意
味
が
生
れ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
七
四
）

生
き
た
隠
喩

(
l
i
v
i
n
g
m
e
t
a
p
h
o
r
)

の
持
つ
比
喩
的
意
味
は
、
死
ん
だ
隠
喩
の
字
義
通
り
の
意
味
の

な
か
で
不
滅
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
（
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
見
解
が
プ
ラ
ッ
ク
ら
の
も
の
と
異
な
る
点
は
、
お
そ
ら
く
隠
喩
の
解
釈
に
お
け
る

曖
昧
性
に
関
す
る
解
釈
で
あ
る
。
プ
ラ
ッ
ク
が
提
供
す
る
隠
喩
論
に
お
い
て
、
隠
喩
は
場
合
に
よ
っ
て

は
正
確
な
解
釈
が
で
き
な
い
が
、
あ
る
程
度
安
定
し
た
解
釈
に
導
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
上
、
隠
喩
を

起
点
に
す
れ
ば
、
限
定
さ
れ
た
解
釈
の
拡
張
も
可
能
で
あ
る
。
プ
ラ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
隠
喩
は
、
正
確

な
解
釈
に
は
導
か
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
常
に
豊
富
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
あ

る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
プ
ラ
ッ
ク
の
見
解
と
は
正
反
対
に
、
隠

喩
と
い
う
類
似
性
を
把
握
す
る
た
め
の
手
探
り
作
業
が
曖
昧
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
が
、
慣
習
化
さ
れ

た
隠
喩
的
な
表
現
で
あ
る
な
ら
、
慣
習
化
さ
れ
た
時
点
で
そ
の
曖
昧
さ
が
す
で
に
排
除
さ
れ
て
い
る
た

め
、
「
手
探
り
」
の
必
要
の
な
い
字
義
通
り
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
慣
習
化
さ
れ
た
「
隠
喩
」

は
、
隠
喩
と
し
て
の
存
在
で
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
は
隠
喩
に
見
え
た
と
し

て
も
、
字
義
通
り
の
意
味
へ
の
変
化
は
す
で
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

本
当
の
隠
喩
は
例
外
的
な
、
曖
昧
な
言
葉
の
実
験
で
あ
り
、
そ
の
実
験
が
成
功
す
れ
ば
、
も
は
や
曖
昧

さ
を
含
ま
な
い
平
凡
の
言
語
が
誕
生
す
る
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
隠
喩
で
あ
る
か
否
か
の
、
判
断
が
困
難
な
隠
喩
は
存
在
し
な
い
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
彼
は
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
言
葉
の
多
義
性
と
い
う
の
は
、
も
し
あ
る
と
し
た
ら
だ
が
、
そ
の
言
葉
が
通
常
の
文

脈
で
は
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
隠
喩
的
な
文
脈
で
は
な
に
か
他
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う

事
実
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
隠
喩
的
な
文
脈
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
必
ず
し
も

た
め
ら
う
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
め
ら
う
場
合
と
い
う
の
は
、
い
く
つ
か
の
隠
喩
解
釈
の
う

ち
で
ど
れ
を
受
け
入
れ
る
か
を
決
定
す
る
場
合
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
現
在
目
に
し
て
い
る
も

の
が
隠
喩
で
あ
る
か
ど
う
か
迷
う
こ
と
は
、
め
っ
た
に
な
い
の
で
あ
る
。
（
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

二
六
六
―
二
六
七
）
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ストラック・ダニエル

右
に
検
討
し
て
き
た
内
容
全
体
を
振
り
返
っ
た
際
に
、
デ
イ
ヴ
イ
ド
ソ
ン
の
否
定
的
な
見
解
を
除
い

て
、
共
通
の
側
面
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
共
通
の
側
面
は
、
主
に
三
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
隠
喩
は
一
語
が
生
み
出
す
現
象
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
の
二
項
対
立
関
係
を
表
わ
し
て
い

る
。
第
二
は
、
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
例
外
的
と
言
え
る
が
）
隠
喩
は
単
な
る
文
芸

隠
喩
論
と
隠
喩
の
分
析
に
関
し
て

し
か
し
、

に
代
替
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
菅
野

逆
に
い
え
ば
、
プ
ラ
ッ
ク
と
同
様
に
言
語
学
者
レ
イ
コ
フ
の
見
解
は
、
概
念
、
言
葉
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
及
び
隠
喩
の
曖
昧
性
を
認
め
る
姿
勢
を
と
る
が
ゆ
え
に
、
受
け
入
れ
や
す
い
と
い
え
る
。

八）

四
九
）

と
り
わ
け
詩
に
お
い
て
、
隠
喩
で
あ
る
か
否
か
、
判
断
が
つ
か
な
い
例
は
多
く
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
そ
の
よ
う
な
反
論
を
予
期
し
た
上
で
、

T
.
S
.
Eliot
の
詩
占

h
e

H
i
p
p
o
p
o
t
a
m
u
s
"
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
次
の
通
り
、
説
明
を
加
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詩
は
、
そ
の
言
葉
の
字
義
通
り
の
意
味
を
超
え
て
多
く
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て

い
る
。
し
か
し
、
ほ
の
め
か
し
は
、
意
味
で
は
な
い
。
（
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

二
八

0
)

結
局
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
隠
喩
論
は
、
日
常
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
正
確
に
行
わ
れ
て
い

る
と
い
う
前
提
に
依
存
し
て
い
る
。
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
正
確
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
曖
昧
な

隠
喩
は
臨
時
的
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
隠
喩
の
正
確
さ
が
十
分
な
水
準
に
達
す
れ
ば
、
本
格
的
な

字
義
通
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
誕
生
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
主
張
し
て
い
る
ほ
ど
正
確
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
「
ほ
の
め
か
し
」
レ
ベ
ル
の
隠
喩
性
を
認
め
な
い
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も

暗
示
を
大
切
に
す
る
文
学
の
世
界
で
は
無
役
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
日
本
の
隠
喩
研
究
家
の
菅
野

は
デ
イ
ヴ
イ
ド
ソ
ン
の
見
解
に
対
し
て
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
「
意
味
」
と
い
う
と
き
考
え
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
、
事
態
を
記
述
す
る
平
叙
文

の
意
味
は
、
意
味
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
解
し
て
い
る
意
味
と
は

ほ
と
ん
ど
呼
べ
な
い
代
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
論
理
学
者
の
言
う
、
文
の
論
理
形
式
と
か
真
理
条
件

に
お
け
る
装
飾
で
は
な
く
、
遍
在
し
て
い
る
思
想
的
要
素
で
あ
る
。
第
三
の
点
と
し
て
、
リ
ク
ー
ル
は

疑
問
視
す
る
が
、
専
門
用
語
を
駆
使
す
れ
ば
、
よ
り
詳
し
い
隠
喩
の
分
析
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
い

う
点
が
あ
る
。

そ
し
て
、
共
通
の
理
念
が
あ
る
と
は
い
え
、
根
本
的
に
異
な
る
側
面
も
あ
る
。
詳
細
に
見
る
と
、
多

数
あ
る
中
で
、
最
も
重
要
な
論
点
は
、
隠
喩
の
基
本
的
性
質
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
議
論
さ
れ
て
い

る
点
は
も
う
二
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
一
っ
目
は
、
隠
喩
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
レ
ベ
ル

（
言
述
レ
ベ
ル
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
レ
ベ
ル
、
概
念
レ
ベ
ル
）
に
お
い
て
分
析
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う

も
の
。
二
つ
目
は
、
専
門
用
語
を
利
用
す
る
際
に
は
、
ど
の
術
語
が
良
い
の
か
と
い
う
点
。

筆
者
と
し
て
は
、
言
語
学
に
関
連
す
る
専
門
的
知
識
に
基
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
に
お
け
る
隠

喩
を
分
析
す
る
際
に
は
、
レ
イ
コ
フ
が
提
供
す
る
用
語
が
優
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
。
そ
の
上
、
レ

イ
コ
フ
の
隠
喩
論
は
、
隠
喩
に
お
け
る
体
系
性
を
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
文
学
及
び
日
本
文
化

に
お
け
る
隠
喩
を
分
析
す
れ
ば
、
日
本
独
特
の
体
系
性
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
リ
ク
ー
ル
が
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
プ
ラ
ッ
ク
に
対
し
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、
レ
イ
コ
フ
の
見
解

は
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
隠
喩
を
理
解
で
き
る
ほ
ど
に
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
充
分
に
配
慮
し
て

い
な
い
。
隠
喩
論
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
た
め
、
レ
イ
コ
フ
の
概
念
隠
喩
論
を
利
用
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
作
品
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
、
他
の
方
法
と
併
用
し
た

方
が
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
岡
道
男
訳
）
「
詩
学
」
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

岩
波
書
店
、
平
成
九
年

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

詩
学
・
ホ
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テ
ィ
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ス

弁
論
術
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波
書
店
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平
成
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光
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弁
論
術
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リ
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ト
テ
レ
ス
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集
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第
一
六
巻
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・
弁
論
術
・
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
贈
る
弁
論
術
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年

R.
ウ
ェ
レ
ッ
ク
、

A.
ウ
ォ
ー
レ
ン
（
太
田
三
郎
訳
）
「
文
学
の
理
論
j

筑
摩
書
房
、
昭
和
四
二
年
（
原

著
ニ

W
e
l
l
e
k
,
R
e
n
e
 &
 A
u
s
t
i
n
 W
a
r
r
e
n
.
 
T
h
e
o
r
y
 
o
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3
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d
 E
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o
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k
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v
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,
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5
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)
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野
盾
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メ
タ
フ
ァ
ー
の
記
号
論
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勁
草
書
房
、
昭
和
六

0
年

D.
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
（
野
本
和
幸
、
植
木
哲
也
、
金
子
洋
之
、
高
橋
要
訳
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『
真
理
と
解
釈
j

勁
草
書

房
、
平
成
三
年
（
原
著
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ミ
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x
f
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r
d
 U
P
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ストラック・ダニエル

What is metaphor ? 

Daniel STRACK 

Because metaphor is commonly found in literature, attempts to interpret literary works should always 

keep the possibility of metaphorical contribution clearly in mind. Unfortunately, from a theoretical 

viewpoint, the precise nature of metaphor has been hotly contested. This paper will mention various 

scholars that have contributed to the theoretical understanding of metaphor and examine their ideas in an 

attempt to derive a sound theoretical framework for examining metaphor in literary contexts. 

Aristotle explains metaphor as a comparative activity. The similar aspects perceived in the two 

different elements are seen as the logical result of comparing two elements in the same overarching 

category. Richards critiques Aristotle's viewpoint and notes how a great deal of everyday language is, in 

fact, derived from previous metaphorical expression. Black expresses agreement with Richards's viewpoint 

and stresses the bidirectional nature of the relationship between the two elements. Lakoff points out how 

metaphor derives its rhetorical power from already existing concepts in the mind and emphasizes that 

metaphor is not a purely linguistic activity but a broadly conceptual one. 

Ricoeur understands metaphor as a straightforward activity on the linguistic expression-plane that 

nevertheless must rely on the broader semiotic network for its power and subtlety. Davidson, on the other 

hand, explains that many expressions which appear be metaphorical have in fact become "literal" through 

use. In this sense, Davidson sees metaphor as the momentary creative inspiration that gives birth to newly 

minted literal expressions. While the opinions of the scholars mentioned differ greatly in terms of 

particulars, with the exception of Davidson, most recent scholarship views metaphor as a pervasive 

linguistic strategy used to encourage the understanding of unlike domains of experience in terms of some 

mutual aspect or aspects. 
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