
ガ

ダ

マ

ー

の

デ

ィ

ル

タ

イ

批

判

『
真

理

と

方

法

』

を

中

心

に

ー

折

橋

康

雄

一

マ
ル
テ

ィ
ン

・
ハ
イ

デ
ガ

ー
が

「
理
解

く
。
『。。
8
冨
昌
」
を

人
間

存

在

の
根
本

様
態
と

し

て
捉
え
、
従
来

の
方
法
論

的
な

問
題
設

定

か
ら

基
礎

存
在

論
的

な
問
題

設
定

へ
と
解
釈

学

の
拡
張

、
或

い
は
徹
底

化

を

図

っ
た

こ
と

が
解
釈
学

史

に
於

い
て

一
つ
の
重
大

な
転
換

点
を
な

し

て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、
既

に
広

く

一
般

に
受

け
入

れ
ら

れ
て

い

る
見
解

で
あ

ろ
う

。
ハ
ン
ス

ーー
ゲ
オ

ル
ク

・
ガ
ダ

マ
ー
は
、
そ

の
主

著

『真

理

と
方
法

』
に
於

い
て

「
伝
統

的
解

釈
学

」
か

ら

「
哲

学
的

解

釈
学

」
へ
の
転
回
を

強
調

し

、
哲
学

的
解
釈

学

の
立
場

か

ら
、
ハ

イ

デ
ガ

ー
が
十

分

に

は
主

題

化

し
な

か

っ
た
精

神
科

学

に
於

け

る

真

理
性

を

め
ぐ

る
問

題
を

取
り

上
げ

た

の
だ

っ
た
。
彼

は

、
ハ
イ

デ

ガ

ー

の
存

在
論

的
転

回

の
後

を
承

け

て
、
そ

の
新

し

い
基

盤

の
上

に

解

釈
学

的
反
省

を
行

な
う

こ
と

で
、
従

来

の
伝

統
的

解
釈

学

に
示

さ

れ

て

い
る
よ
う

な
精

神
科

学

(
人
文

科
学
)
の
誤

っ
た
自

己
認

識

を

厳

し
く

批

判
し

な

が
ら
、
精
神

科
学

に
固
有

な

「
経
験

」
1

彼

の

場

合
、
ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス

の
実

践
知

の
在
り
方

が

モ
デ

ル

に
な

っ
て

い
る
の
だ
が

を
精

神
科
学

に
於
け

る
独

自

の
真
理

の
在
り
方

と

し

て
蘇
生

さ

せ
よ
う

と
す

る

の
で
あ

る

。

ガ

ダ

マ
ー
が
強

調
す

る
と

こ
ろ

で
は
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

を

は
じ
め
と

す

る

ロ

マ
ン
主
義

の
解
釈

学

理
論

の
根

本

図
式

は
、
さ

ら

に
歴
史
学

派

を
経

て
、
デ
ィ

ル
タ
イ
が

企

て
た

精
神

科
学

の
認

識
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論

的
基

礎

づ
け

に
至

る
ま

で
引

き
継

が
れ

て
き

た
。
彼

は

、
こ
れ
ら

ロ

マ
ン
主

義
、
歴
史
学

派

、
デ
ィ

ル
タ
イ
等

の
理
論

の
全
体

を

総
括

し

て

「
伝

統
的

解
釈
学

」
と
呼

び
、
彼

ら

の
理
論

に
共

通

す

る
根

本

図
式

を
批

判
し

よ
う

と
す

る
。
実
際

、
彼

ら

の
学

問

的
意

識

は
、
そ

の
対
象
領

域
を

テ
キ

ス
ト
か

ら
歴
史

の
全

体

へ
と
次

第

に
拡

張
し

て

い

っ
た

に

せ
よ
、
あ

く
ま

で
方
法

論
的

な
問

題
設
定

と

い
う
立

場
を

堅
持

し

て
、
客

観
的

な

歴
史

把

握
を

目
指

す
点

で
共

通

し

て
お
り

、

そ

れ
は
、
結

局

、
デ
ィ

ル
タ
イ

が
行

な

っ
た
認

識
論
的

な

基
礎

づ
け

と

い
う

問
題

設
定

へ
と
帰
着

す

る

こ
と

に
な

る
。
し
か

し
ガ

ダ

マ
ー

は
、
こ
う

し

た
伝
統

的
解

釈
学

の
問

題
設

定
自
体

が

、
自

然
科

学

の

客
観
主

義

や
方

法
主

義

、
そ
れ

を
基
礎

づ
け

る
も

の
と

し

て
の
デ

カ

ル
ト
的

な
主

客

二
元
論

を
前
提

し

て
お
り
、
そ
れ

が
精
神

科

学
本
来

の
在
り

方
を

隠
匿

し

て
し
ま
う
危

険
を

孕

ん
で

い
る
と
考

え

る
。
精

神
科
学

の
仕
事

は
、
整
備

さ

れ
た
方
法

や
手

続
き

に
よ

る
客

観
的
把

握

に
尽
き

る
も

の
で
は
な

い
。
「
伝

統
的

解
釈

学

は
、
理

解

が
属

し

て

い
る

問

題

地

平

を

不

当

に

狭

め

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る
」

(ρ
圃b
ひ
い
)。
ガ

ダ

マ
ー
は

、
主

観

が
客
観

的
真

理
を

獲
得

す

る
た

め

に
は
方

法

や
手

続
き

の
整

備
が
必
要

で
あ

る
と
す

る
方
法

論
的

な
発

想

を
退

け

つ
つ
、
ハ
イ

デ
ガ

ー

の
基

礎
存

在
論

に
与
し

て
、
理
解

が

主
観

の
働

き

に
帰

せ

ら

れ
る

も

の

で
は

な

い
こ
と

を

強

調

す

る

。

「
理

解

は
、
そ
れ
自

体

主
観

の
行
為
と

い
う

よ
り

も

、
む

し

ろ
伝

承

の
生
起

へ
と

入
り

込

む

こ
と
と
見

徹
さ

れ
る

べ
き

で
あ
り

、
そ

こ
で

過
去
と

現
在

と

は
絶
え

ず
媒

介

さ
れ

る
こ
と

に
な

る
。
手

続
き

や
方

法
が
余

り

に
支
配

的

と
な

っ
て

い
る
解
釈

学

理
論

に
於

い
て
、
ま

さ

に
そ
う

し
た
理

解

の
在

り
方

の
真
価
が
発

揮
さ

れ
ね
ば
な

ら
な

い
の

で
あ

る
」

(O
ト
P
O
い
)。

ガ

ダ

マ
ー
は

『真

理
と
方

法
』
第

二
部

に
於

い
て
、
歴

史

学

の
方

法
論

を

認
識

論
的

に
基

礎
づ

け

よ
う

と
企

て
た

デ

ィ

ル
タ
イ

も
ま

た
、
ロ

マ
ン
主
義

解
釈

学

の
系

譜
に
連

な

る
も

の
と
し

て
同
様

の
難

点
を
免

れ
て
お

ら
ず

、
そ
れ
ど

こ

ろ
か

既

に
歴
史
学

派

の
う

ち

に
見

ら
れ

た
内
的

矛
盾
は

ま
さ

に
彼

に
於

い
て
そ

の
頂

点

に
達

す

る
の
だ

と
厳

し
く

批
判
す

る
。
し
か
し

デ

ィ
ル
タ
イ

も
ま

た
ガ

ダ

マ
ー
と

同

じ
く

、
実

践

知
的

な
精

神

科
学

の
伝

統
を

真
剣

に
受

け
止

め
、
ル
ネ

サ

ン

ス
以
降

の
自
然

科
学
的

思
考

の
越
権

に
対

し
て

そ
の
伝
統

を
擁

護

し
よ

う
と

い
う

意

図
を

持

っ
て

い
た
。
実
際

、
彼

は

人
間

に
固
有

な

「
歴
史

性

」
や

、
そ

れ

に
基
づ

く
精
神

科
学

の

「
経

験
」

の
独

自

性

に
気

づ
き

、
実

践

知

の
伝
統

に
与
し

て
、
日
常

的

-
実

践

的

な
生

の
う

ち

で
形

成

さ

れ
る
前

科
学

的
な

知

に
着

目
す

る

「
生

の
哲

学
」
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的

な
洞

察
を
持

ち
込

ん
だ

こ
と

に
よ

っ
て
馬
ま

さ

に
新
た

な
出
発

点

を

提

示
し

た

の
だ
と

言
う

こ
と
も

で
き

る
だ

ろ
う

。
同
時

に
彼

は
、

解

釈
学

を
普
遍

的

な
哲
学

の
課
題

へ
と
拡

張

し
た
ど

い
う

点
で
、
後

の
哲

学
的

解
釈

学

に
対

し

て

の
先

駆
的
役

割
を

果
た

し

て
も

い
た

。

ガ

ダ

マ
ー
は

そ
う
し

た

デ
ィ

ル
タ
イ
を

、
近
代

の
伝
統

的
解

釈
学

の

完

成
者

で
あ
り

な

が
ら
、
同
時

に
哲
学
的

解
釈

学
を

示
唆

す
る
と

い

う

独
特

な
位
置

に
於

い
て
捉

え
よ
う

と
す

る
。
デ

ィ
ル

タ
イ
は
解

釈

学

史
上

の
分
岐

点

に
位

置

し
、
ま

さ

に
そ

の
故

に
深
刻

な

ア
ポ

リ

ア

を

抱
え

込
ま
ざ

る
を

得
な

か

っ
た

。
確

か
に

デ

ィ
ル
タ
イ

は
実
践

知

的

な
伝
統

を
擁

護

し
よ
う
と

し
、
前
科
学

的

な
知

へ
の
鋭

い
洞
察

を

示

し

て
は

い
た
が
、
ロ

マ
ン
主
義

か
ら

歴
史
学

派

へ
と
受

け
継

が
れ

て
き
た
克

服
さ

れ
ざ

る
自
然
科

学
的
思
考

の
呪
縛

か
ら
結
局
逃

れ

る

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た
た

め

に
、
そ
う

し
た
実

践
知

的
伝

統

の
真

の

意

味

で

の
蘇
生

に
失

敗

し

て

い
る
と

ガ

ダ

マ
ー
は

考
え

る

の

で
あ

る
。既

に
明

ら

か
な

よ
う

に

、

こ
う

し

た

ガ
ダ

マ
ー

の
批

判

の
意

図

は
、
デ

ィ

ル
タ
イ

に
対
す

る
批
判

を

超
え

て
、
近
世

以
降

、
現

代

に

至

る
ま

で
な
お
支

配
的
な
影
響

力
を
留

め

て
い
る
自

然
科
学

的
な
思

考

法

や
デ

カ
ル
ト
主

義
的

図
式
と

い

っ
た
も

の
が
、
人
間

の
実

践
的

な
知

を
維
持

保
存

し

て
き

た
は
ず

の
精
神
科

学

に
対
す

る
反
省

的
考

察

を

、
ど

れ

ほ
ど
深

く
歪

曲

し

て
き
た

の
か

を

示
し
、
そ

れ
に
対

し

て
根

本

的
な

批
判

を
行

な
う

こ
と

に
あ

っ
た

。
デ

ィ
ル
タ
イ

の
理
論

の
う

ち

に
は
、
実

践
知

的

な

「
生

の
哲

学
」
的
動

機

と
、
自
然

科

学

的

図
式

を
留

め

た

「
科
学

論
」
的

な
動
機

と

が
緊

張
を

孕

み

つ

つ
併

存

し

て
お

り
、
彼

の
陥

っ
た

困
難

は
、
実

践

知

の
伝
統

に
与

し
よ
う

と

す

る
解
釈
学

の
在

り
方

を
、
科
学

論
的

な
思
考

法

や
図
式

が
も

は

や
支
え

き
れ

な
く

な

っ
た

こ
と

を
端

的

に
示

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

今

や
、
デ

ィ
ル
タ

イ

の
理
論

の
う
ち

に
そ

の
内

的
矛
盾

の
源
泉

と

し

て

の
自

然
科
学

的

な
囚
わ

れ
を

暴
き

、
そ

れ
に

よ

っ
て
伝
統
的

解
釈

学

か
ら
哲

学
的
解
釈

学

へ
の
移
行

の
必
然
性
を

示
す
と

い
う
課

題
が

生

ず

る

の
で
あ

り
、
そ

の
た

め

に
、
ガ

ダ

マ
ー

は
デ

イ

ル
タ
イ
と

の

対

決

を
試

み

る

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た
ガ
ダ

マ
ー
の
徹

底
し

た
伝

統
的
解

釈
学
批

判
と
哲
学

的

解

釈
学

の
構

想

は
、
大

き

な
論

議
を

巻
き

起

こ
し

た
し

、
特

に
客

観

性

と

い
う

従
来

の
学
問
理

想
を
無
力

化
し

て
し
ま

い
か
ね
な

い
よ
う

な
そ

の
主

張

は
、

激

し

い
批

判

の
矢

面

に
立
た

さ

れ

る
こ
と

に
も

　
こ

な

っ
た
。
実
際

、
客

観
性

と

い
う

理
想

は
、
そ

の
極
端

な
厳

密

学
的

要
求

に

つ
い
て
は

と
も

か
く
、
な

お
精
神
科

学

に
於

い
て
も

廃
棄

し
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得

な

い
も

の
で
は

な

い
の
か
と

い
う
反
論

は
当
然

予
想
さ

れ
る
も

の

で
あ
る

し
、
伝

統
的

解
釈
学

と
哲

学
的
解

釈
学

と

の
対
立

は
今

な
お

解

消
さ

れ

て
は

お
ら
ず

、
前

者
が

後
者

に
よ

っ
て
克

服
さ

れ

た
な
ど

と

安
易

に

言
う

こ
と

は
で
き

な

い
。
む

し

ろ
我

々

の
研

究
意

識

は
、

伝
統

的
解

釈
学

の
求
め

る
客
観

性
要

求

に
従

い

つ
つ
も

、
哲

学
的

解

釈
学

が
強
調
す

る
独
自

の
真
理
要
求

を
同
時

に
充
た

そ
う

と
す

る

の

で
あ
り

、
そ

れ
は
文

献
学

を
遂

行
し

つ

つ
、
単

な

る
文

献
学

を
乗

り

超

え
よ

う
と

す

る
意
識

に
他

な
ら

な

い
。
以

下

で
は
、
デ

イ

ル
タ
イ

の
理
論

に
対
す

る
ガ
ダ

マ
ー
の
批
判

を
手
掛

か
り

に
、
両
者

の
志

向

と

そ

の
対

立
点
を

検
証

し

つ

つ
、
我

々
の
関
わ
り

合

っ
て

い
る
解

釈

学
的

状

況

の
二

つ
の
局
面

と

し
て
提

示

し
よ
う

と
試

み

る
。

二

デ

ィ
ル
タ
イ

が
そ

の
思
索

を
開
始

し

た

一
九
世

紀

の
後

半

は
、
実

証
科

学
が
大

き

な
成
果

を
あ
げ

て
、
全

学
問

領
域

に
確

実

に
浸
透

し

つ

つ
あ

っ
た
時
代

で
あ

っ
た
。
イ
ギ

リ

ス
で
実

証
主

義

の
社
会

科
学

者
達

が
活

躍
す

る

一
方

で
、
当

時

の
ド
イ

ツ
に
於

い
て
も

、
へ
ー

ゲ

ル
の
歴
史
哲
学

は
そ

の
死
と
と

も

に
急
速

に
信
頼

を
失

い
、
経

験
を

重
視

す

る

ラ
ン
ケ

や
ド

ロ
イ
ゼ

ン
と

い

っ
た
歴
史

家
達

、
い
わ

ゆ

る

「
歴

史
学

派
」

が
台

頭

し

て
き

た

。
彼

ら

は
、
観
念

論

の
ア
プ

リ

オ

リ
な

歴
史
構

成

に
反

対

し

て
、
経
験
を

重
視

す

る
研
究

意
識

を

堅
持

し

て

い
た
が

、
彼

ら

の
歴

史
記

述

や
そ

の
理
論

は
、
な

お
同

時

に
観

念

論

や

ロ

マ
ン
主
義

の
精
神
を

様

々
な
仕

方

で
留

め

て

い
た

の
で
あ

る
。
歴
史

学
派

の
立

場

は
、
そ

の
出

発
点

か

ら
し

て
、
歴
史

哲

学
的

な
遺
産
と

経
験

を
重
視
す

る
研

究
意
識
と

い
う
相

容
れ

な

い
前

提

の

間

で
常

に
内
的

緊

張
を

孕

ん

で

い
た

。
し

か

し

デ
イ

ル
タ

イ
は

、
歴

史

学

派

の
難
点

を

哲

学

と

経

験
と

の
中

間

的

位
置

に

で

は
な

く

、

彼

ら

の
反

省

の
不

十
分

さ

に

の
み
見

て
、
歴
史

的

(
精
神

科

学
的

)

認

識

の
た
め

の
新

た
な
基

礎
を
う

ち
立

て
る

こ
と

で
そ

の
難
点

を
克

服

で
き

る
と
考
え

た
。
彼

は

、
歴

史
学

派

の
学
説

の
う

ち

に

基
礎

づ

け

ら
れ

ぬ
ま

ま
残
存

し

て

い
た
観
念

論

や

ロ
マ
ン
主

義

の
有

効

な
洞

察

を
真
剣

に
受

け
と

め

、
歴
史

学

派

の
立

場
を

明
瞭

な
方

法
的

意

識

に
ま

で
高
め

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
そ

の
仕

事

の
理
論

的
擁

護

者
と

な

ハ
　
ロ
　

ろ
う
と

し

た

の
で
あ

る

。

し

か
し

歴
史
学

派

が
掲

げ

た

「
普
遍

史
」
と

い
う
構

想

は

「
ロ

マ

ン
主

義
解

釈
学

の
個

体

理
論
と

そ

れ
に
対

応
し

た
解
釈

学

」
を

そ

の

拠

り
所

と

し

て

い
た

。
ガ
ダ

マ
ー
は
指
摘
す

る
。
「
歴
史

学

派
が

普

遍
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史

の
方
法

を
考

え

る
際

の
根

本
図
式

は

、
実
際

に
は
あ

ら

ゆ
る

テ
キ

ス
ト
に
当

て
は
ま

る
こ
と

に
他
な

ら
な

い
。
す

な
わ

ち

そ
れ

は
全
体

と

部
分

と

い
う

図
式

な

の
で
あ

る
」
(O
ト
P
O
一
h■)。
部
分

は
全

体

か

ら

の
み

そ

の
意

味

の
規
定
を

受
け

る

の
で
あ

る
か

ら
、
一
切

の
歴
史

は
、
人
類

に
関

わ

る
全

領
域

の
歴

史

か
ら
考

察

さ

れ
ね
ば

な

ら
ず

、

従

っ
て
常

に
普

遍
史

へ
と
拡

張

さ
れ
ざ

る
を

得
な

い
。
普

遍

史
と

は
、
ま

さ

に
歴
史

学
派

に
と

っ
て
必
然

的
な

帰
結

で
あ

っ
た
。
デ

ィ

ル
タ
イ

も
ま

た

こ
の
普
遍
史

的
課

題
を

継
承

し
、
今

度

は

そ
れ

に
認

識

論
的

な
基
礎

づ
け

を
与
え

よ
う

と
試

み
た

の
だ

が
、
彼

は
個

々
の

人
間

の
心

的
生

の
構

造

の
う

ち

に
歴

史

の
源
泉

を

見

い
だ

す

こ
と

で
、
歴

史
を

認
識
す

る
人

間

の
歴

史
的

理
性
を

主
題

化

し
た

の
だ

っ

た
。か

く
し

て

デ

ィ
ル
タ
イ

は
、
当

時

の
新

カ

ン
ト
派

の

「
カ
ン
ト

に

還
れ
」
と

い
う

標
語

に
同

調
し

、
明

ら
か

に

カ

ン
ト

の
仕

事

と

の
類

比

に
於

い
て
歴
史

的
理
性

の
批

判
を
企

て
よ
う

と

す

る
。
彼

に
と

っ

て
、
カ

ン
ト

の

『純

粋
理

性
批

判
』
の
持

つ
重
要
性

は
、
そ

れ
が

従

来

の
意

味

に
於

け
る
形

而
上
学

を
粉

砕
し

た
と

い
う

の

み
な

ら
ず

、

先
天
的

な
概

念

の
使
用

を
正
当

化
し

、
そ
れ

が
認

識
を

可
能

な
ら

し

め

る
よ
う

な

一
つ
の
領

域
を

提
示

炉

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
一
七
世

紀

に
出

現
し
た
新

し

い
数
学
的

自
然
科
学

の
正
当

性
を
基

礎
づ
け

た
と

い
う

点

に
存

し

て

い
た

。

一
方

、

カ

ン
ト

以
降

の
思

弁

的
観

念

論

は
、
歴
史

の
世

界
を

理
性

の
自

己

展
開

の
う

ち

に
取
り

込

ん
で

、
さ

ら

に
歴
史

の
領

域

に
於

い
て
も

極

め

て
独
創

的

な
成

果

を

上
げ

た

が
、
こ

れ

に
よ

っ
て
純
粋

な

理
性

の
学

の
要

求

は
、
歴

史
的

な

認
識

に
ま

で
拡
張

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

。
し

か
し
実

証
主

義
的

な
経

験

的
研
究

の
進

展

と
と

も

に
、
思

弁
的

歴
史
哲

学

は
全
く

疑
わ

し

い
も

の
と

な

る
。

歴

史

哲

学

の
純

粋

な

思

弁

に

よ

る
歴

史

の
構

成

は
、

「
非

歴
史

的

な
」
実
証

主

義

に
は
も

ち

ろ
ん

の

こ
と
、
歴
史

学

派

の

目

に
も
ま

た
全

く
独

断
的

な
も

の
と

映

っ
た

の
だ

っ
た
。
こ

の
点

に

於

い
て

デ
ィ

ル
タ

イ
は

歴
史
学

派

の
見
解

を
支

持
し

て

い
た
が

、
彼

は
ま

さ
に
そ

う

し
た
時

代

の
状

況
が
、
カ

ン
ト

が

一
八
世

紀

に
於

い

て
直

面

し

て

い
た

の
と

同

様

の
事

態

で
あ

る

こ
と

に
気

づ

い
て

い

た

。
へ
ー

ゲ

ル
的
体

系

の
信
頼

の
失
墜
と

と

も

に
、
ロ
ゴ

ス
と

存
在

と

の
自

明
な
相

即

と

い
う

こ
と

が
決

定
的

に
粉

砕

さ
れ
、
歴
史

そ

の

も

の

の
う
ち

に

ロ
ゴ

ス
を

見

い
だ

す
こ
と

が
全
く

不
可
能

に
な

っ
て

し
ま

っ
た

こ
と

に
よ

つ
て
、
今

や
全

く
新

た

に
歴
史

の
認
識
論

が
要

請

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た

。
デ
ィ

ル
タ
イ

は
そ
う

し

た
認
識

の
も
と

に
、

『
純

粋
理

性
批

判
』
と

の
類

比

に
於

い
て
、
ま

た

そ

れ
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を
補

完
す

る
も

の
と

し

て
、
新

た

な

「
歴

史
的

理
性

批
判

」
を
構

想

し

た

の
だ

っ
た

。

一
九

世
紀

は
ま

さ

に

認
識

論

の
世
紀

と

な

っ
た

が

、
デ
ィ

ル
タ
イ
も

ま

た
そ

の
出
発

点

に
於

い
て
は
、
認

識
論

的

な

問

題
設

定
に
全

く
規

定

さ
れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た
認

識
論
的

な
問
題

設
定

は
、
デ

ィ
ル
タ
イ

が
新

カ

ン
ト

派

と
共

有
し

て

い
た
も

の

で
あ

っ
た
。
し
か

し
新

カ

ン
ト
派

が

「
経

験

を
通

じ
て
成

就
さ

れ
る
証

示
可
能

な
確

定
さ

れ
る
も

の
」
を

認
識

の
対
象

と
し
、
そ
れ
を

範
曜
分

析
す

る
と

い
う
自

然
科

学
的

な
構
成

を

さ
ら

に
価
値

哲
学
と

い
う
仕
方

で
単

に
改

変
し

て
歴
史

認
識

へ
と

翻

訳
し

よ
う
と

す

る

の
に
対

し

て
、
デ
ィ

ル
タ
イ
は

そ
う

し
た

や
り

方

に
は
満

足

で
き

な

か

っ
た
。
デ

ィ
ル
タ

イ
は
、
精
神

科
学

の
行

な

う

認
識

が
、
意
志

や
感
情

を
も
含

ん
だ

人
間

的
生

の
全
体

か
ら
な

さ

れ

る

「
理

解
」
に
基

づ
く

も

の
で
あ

る

こ
と
、
ま

た

そ
う

し
た
人

間

の
全
体

性

に
関
わ

る
精
神

科
学

的
な
認

識
経
験

が
、
表
象
的

成
分

の

み

に
定

位
す

る
自

然
認
識

的
な

経
験

に
比

べ
、
よ
り

底
層

に
あ

っ
て

根
本

的
な
性

格
を

有
し

て

い
る
こ
と

に
気
づ

い
て

い
た
。
デ

ィ
ル
タ

イ

は
こ

の
洞
察

に
よ

っ
て
、
新

カ

ン
ト
派

の
よ
う

な
認
識

論
的

な
問

題
設

定
を
超

え

て
、
人

間
に
根

源
的

な
歴
史

的
な
在

り
方

へ
の
反
省

へ
と

歩

み
を
進

め
た

の

で
あ
り

、
こ

の
点

を
ガ

ダ

マ
ー
は
高
く

評
価

す

る

の
で
あ

る

。

デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
精
神

科
学

的

な
知

が
、
実

践

的

-
日
常

的

な
知

の
延

長
線

上

に
あ

る
こ
と

に
気

づ

い
て

い
た
。
こ

の

い
わ
ば

前
科

学

的

な
知

は

、
個

人

の
意
識
内

の
心
的

な
過

程

に
於

い
て
、
記

憶

さ
れ

た
諸
要

素

を
構
造
化

し
、
意

味
づ

け

る

(理

解

す

る
)

こ
と

か

ら
生

じ
て
く

る
。
デ

ィ
ル
タ

イ
が

し
ば

し

ば
自
叙

伝

を
例

に
あ
げ

て

い
る

よ
う

に
、
個

々
の
生

の
歴
史

(人
生

史
)
は
、
自

ら

の
様

々
な
体

験

の
意

味
を

理
解

す

る

こ
と

に
基

づ

い
て

い
る
。
デ

ィ
ル

タ
イ

は
、
前

科

学

的
な

知
を

生

ぜ
し

め
る
心

的
生

の
基

本

単
位

と

し

て

「
体

験
」

と

い
う
概

念
を

導

入
す

る
が

、
体
験

は

そ

れ
自
体

「
一
つ
の
意

味
を

な
す

全
体

」
で
あ
り

な

が
ら
、
生

の
経

過

の
全
体

の
中

で
は

ま
た

一

つ
の
部
分

を

な
し

て

い
る
。
し
か

し
最

後

に
体

験

さ
れ

た
も

の
が

、

そ

の
都
度

、
過
去

の
諸

体
験

の
意

味
を

規
定

す

る

わ
け

で
は

な

く
、

む
し

ろ
決
定
的

な
意
味
を

持

っ
た
体
験

か
ら
生

の
全
体

の
規
定

が
生

じ

て
く

る
。
自

然

の
場

合

の
よ
う

に
時

間
的

な
系

列

に
よ

る

の
で
は

な
く

、
そ
れ
自

体

の
中

の

一
つ
の
中
心

か
ら
全

体

を
統

一
す

る

よ
う

な

「
構

造
連

関
」
こ

そ
が

、
人
間

の
心

的
生

に
固
有

な

原
理

と
な

っ

む
マじ

て

い
る

の

で
あ

る
。
部
分
と

全
体

と

の
こ

の
独
特

な

関
係

の
在
り

方

が

、
ま

さ
に

デ

イ
ル
タ
イ

が

ロ

マ
ン
主

義

の
個
体

理

論
と
連

携

し
た
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点

で
あ

り
、
彼
は

こ

の

ロ
マ
ン
主

義
解

釈
学

の
図
式

を
心

的
生

へ
と

翻

訳

し
た

の
だ

っ
た

。

体
験

は

さ
ら

に
表

現
さ

れ

る
こ
と
を

通

じ

て
、
様

々
な

表

現
や
、

生

の
客

観
体

(
客
観

的
精
神

)
と
呼

ば

れ
る
文

化
的

形
成

物

へ
と
結

実

す

る
。
そ

の
よ
う

な
生

の
外

化

(表

現
)
は
、
表

現
主

体

で
あ

る

個

人
と

し
て

の
心
的

生

の
内

な
る
意
味
連

関
を
完
全

に
含

み
込

ん
で

お

り
、
理

解

さ
れ

る
こ
と

を
通

じ

て
人

間
的

-
歴
史

的
世

界

の
共

有

財

産
と

な

る
は
ず

の
も

の
で
あ

る
。
こ

の
点

に
ま
さ

に

、
個

々

の
人

間

の
生

の
経
過

か
ら

世
界

史
的
連

関

へ
の
移
行

、
す
な
わ

ち
精
神

科

学

の
心
理
学

的
な
基
礎

づ
け

か
ら
解
釈
学

的
な
基
礎

づ
け

の
立

場

へ

の
移
行

が

見

ら
れ

る

の
で

あ
り

、

デ

ィ
ル

タ
イ

は

フ

ッ
サ
ー

ル

の

『
論

理
学

研
究
』
を

通
じ

て

こ
の
移
行

の
根

拠
を

手

に
入

れ
た

と
考

え

た

。
も
ち

ろ
ん
そ

の
出

発
点

か
ら

し

て
、
デ
ィ

ル
タ
イ

は
自

然
的

世

界

の
因

果
連

関

に
対

し

て
、

歴
史

的
世

界

に
特

有

の
原

因
連

関

(作

用
連

関
)
を

際
立

た
せ

る
こ
と

で
、
歴
史

学

や
精
神

科
学

の
独

自

性
を
擁

護

し
よ
う

と
し

た

の
だ

っ
た
が
、
人
間

的

-
歴

史
的

世
界

の
原
因

連

関

(作

用
連

関
)
が
ま

さ

に

こ
う

し

た
体

験

に
基
づ

い
て

お
り
、
そ
こ

か
ら
形
成

さ

れ
る
構
造

連

関
が
追

体
験

可
能

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

、
解
釈
学

的

な

ア
プ

ロ
ー
チ

へ
の
移
行

を
決

定
的

に
可

能

な

ら
し

め
た

の
で
あ

る
。

歴
史
的

世
界

が
ま
さ

に
人
間
的
生

の
表
現

か
ら
成

り
立

っ
て

い
る

こ

と

か
ら

、
デ
ィ

ル
タ
イ

は
、
こ

の
世
界

が

理
解

可
能

な

も

の

で
あ

る

と
考

え

た
。
彼

は
、
人
間

の
創

出
し

た
歴

史
的

世

界

の
認

識
論

的

優
位

と

い
う

ヴ

ィ
!

コ

の
主
張

に
依

拠
し

つ

つ
、
人

間
精

神

の
根

本

的

同
質
性

の
想

定

に
よ

っ
て
、
個
人

レ

ベ
ル

に
於
け

る
心

的
生

の
経

過

か
ら

、

世
界

史
的

な
認
識

可

能
性

へ
の
移

行

を

企

て

る

の
で
あ

る

。
「
こ

の

[精
神
科
学
の
]
領

域
で
は
、

一
切

の
所
与

は
作
り
出

さ
れ

た

の
で
あ
り
、
そ
れ
故

歴
史
的

で
あ

る
。
す

な
わ
ち

そ
れ
は
理
解

さ
れ

る

の
だ

か
ら
、
そ

れ
自
体

に
或
る
共
通
な
も

の
を
持

っ
て

い
る

の
で
あ

る
」
(H)
"ぐ
剛押
一畠
)
。
歴

史

的
な

行
為

や
作

品

は
、
人
間

精

神

の
根

本

的

同
質
性

に
基

づ

い
て
追

体
験

可
能

で
あ

り
、
そ
う

し
た

追
体

験

を

通

じ

て
そ
れ

ら
を

理
解
す

る

こ
と
が

可
能

で
あ

る
と

さ

れ
る

。
し

ば

し
ば

指
摘

さ

れ

る
よ
う

に
、
デ
ィ

ル
タ
イ

は
人

問

の
個
別
性

や
特
殊

性

を
、
入

間
精

神

の
根
本

的

同
質
性

の
部
分

的
、
量
的

な

変

化
と

し

　　

か
考

え

て

い
な

い
。
つ
ま

り
他

者

の
体
験

表

現
は

、
時

代

そ

の
他

の

制
約

か
ら

異
質

的
、
特

殊

的
な

面
を

含

ん

で

い
る
に

し

て
も
、
な

お

人

間

の
根

本

的

同

質

性

に
基

づ

い
て
、

自

ら

の
体

験

の

「
変

換

目
霊
ロ
帽
o
ω三
〇
昌
」
に
よ

っ
て
理

解

可
能

な

の
で
あ

る
。
デ

イ
ル

タ
イ
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は
、
或
る
民

族

や
世
代

の
共

同
精
神

と

い
う

も

の
が

想
定

し
得

る
と

い
う

こ
と

か
ら
出

発
す

る
。
或

る
共

同
精
神

に
共
属

し

て

い
る
個
人

は
、
そ
う

し

た
精
神

の
客

体

化
さ

れ
た

も

の

(生

の
客

観
体

)
に
取

り
巻

か

れ
て
生
き

、
そ
れ

の
理
解
を

通
じ

て
共

同
精
神

を
自

ら

の
も

の
と
す

る
が
、
そ
う

し

た
共

同
的
理

解

に
基

づ

い
て
循

環

的

に
接

近

す

る

こ
と

で
、
特

殊

的
な

個
性

を

も

理
解

す

る

こ
と

が

可
能

と

な

る

。
デ

イ

ル
タ
イ

は
、
共

同
性

に
関
わ

る
基

本
的

理
解

と

個
性

に
関

わ

る
高
次

の
理
解
と

い
う

二
段
階

に
区
分

し
て

こ
う

し
た
事
態

を
説

明
す

る
が
、
こ

の
際
、
基
本

的

理
解

か
ら
高

次

の
理
解

へ
の
移

行

の

　バ

リ

う
ち

に

困
難
を

認
め

て
は

い
な

い
。
彼
は

こ
う

し
た
相

対

的
な

共
通

性

の
事

例

を
、
全

人
類

の
歴
史

の
全

体

に
ま

で
拡
張

し
よ

う
と

す
る

の
で
あ

る
。

こ
こ

に
至

っ
て
、
ロ

マ
ン
主

義
解

釈
学

的
図
式

の
歴
史

的
世

界

へ

の
拡

張
と

い
う
事

態

が
極

め
て
尖

鋭
化

さ
れ
た

形

で
現

れ

て
く

る
。

人

間

の
心

的
生

の
構

造
連

関
は
、
歴
史
的

世

界

の
全

体

に
行
き

渡

っ

て
お
り

、
こ
の
連
関

全
体

の
追
体

験
的

理
解

に
よ

る
把
握

が
精

神
科

学

の
課
題

と
さ

れ

る
こ
と

で
、
文

献
資

料

の
み

な
ら

ず
、
歴
史

的
世

界

の

一
切

の
現
実

が

テ
キ

ス
ト
と
し

て
理
解
さ

れ
る

べ
き

も

の
と
な

る
。
ラ

ン
ケ

で
さ
え

、
歴

史
的

現
実

が
そ

れ

ほ
ど

に
純
粋

な
意

味

痕

跡

で
あ

る
と

は
考

え

な
か

っ
た
が
、
デ

イ

ル
タ
イ

は
、
ロ

マ
ン
主

義

的
図

式

の
受

容

に
よ

つ
て
、
歴
史

的
精

神
科

学

が
そ
う

し

た
帰

結

へ

と
強

い
ら

れ

て

い
る

こ
と

を
意
識

し

て

い
た
。
こ
こ

に
於

い
て
歴
史

学

は
究
極

に
於

い
て

「
精
神

史

」
と

な

ら
ざ

る
を

得
ず

、
こ

の
こ
と

が
、

デ

ィ
ル
タ

イ
を

再

び

へ
ー
ゲ

ル

へ
と
接

近

さ

せ

る

こ
と

に
も

な

っ
た

の

で
あ

る
。

し

か
し

ガ
ダ

マ
ー
は
、
同
質
性

に
塾

つ

く
理
解

の
世
界

史
的

連

関

へ
の
移
行

と

い
う
点

に
決

定
的

な
異

議
を

唱
え

る
。
ガ
ダ

マ
ー
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
「
む

し

ろ
こ
う

し

た
同
質

性

と

い
う

前

提

の
う

ち

で

は
、

歴
史

本

来

の
認

識
論

的

問
題

は
隠

匿
さ

れ
て

し
ま

う

。

つ
ま
り

問

わ

れ

る

べ
き

な

の
は
、

個
人

の
経

験

や
そ

の

認
識

が
、
如
何

に
し

て
歴

史
的
経

験

に
ま

で
高
ま

る

の
か

と

い
う

こ
と

な

の
で
あ

る
。
歴
史

に
於

い
て
重

要
な

の
は

、
も

は

や
個

人

が
そ

の
も

の
と

し

て
体

験

し
、
他
者

が
そ

の
も

の
と
し

て
追
体

験
す

る
よ

う

な

諸
連

関

で
は
な

い
。
さ
し

あ
た

っ
て
個

人

の
体

験
と

追
体

験

に

つ
い

て

の
み
、

デ

ィ
ル
タ

イ

の
議
論

は
有

効

な

の
で
あ

る

」
(O
ト
旨

ひ
)。

人

間

の
同
質
的

本
性

に
碁
つ

く
追
体

験
的
理
解

と

い
う
も

の
の
余

地

を

ガ
ダ

マ
ー
は
否

定

し
な

い
。
し
か

し
、
個

人
的

な
経

験

が
如

何

に

し

て
歴
史

的
な

経
験

へ
と

高
ま

る

の
か
と

い
う

問
題

に
対

し

て
は

、
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同
質
性

に
基

づ

く
追
体

験
的

理
解
と

い
う

考
え
方

で
は
、
か
え

っ
て

こ

の
高

ま
り

の
可
能
性

を
遮
断

し
て
し
ま
う

と
彼

は
批
判
す

る

の
で

あ

る
。
も

ち

ろ
ん

デ

ィ
ル

タ
イ

に
と

っ
て
も

、
追
体

験

的
理

解
と

い

う

こ
と

は
決

し

て
自
己

目
的
的

な
も

の
で
は
な

い
。
む
し

ろ
理
解

に

よ

る
様

々
な

人
間

の
可
能
性

の
獲

得
を

通

じ
て
、
囚
わ

れ

な
き

「
歴

史
的

意

識
」
の
理

想

へ
と
接

近
し

、
そ
こ
か

ら
達

成

さ
れ

る
、
よ
り

普
遍
的

な
視
点

か
ら

の
人
間
的

-
歴
史

的
世
界

の
評
定

を
可
能

な
ら

し
め

る

こ
と
が

、
彼

の
考
え

る
精
神

科
学

が
奉

仕
す

べ
き

最
終
的

な

目
標

で
あ

っ
た
。
絶

対

知

の
立
場

を
否

定
し

、
あ

く
ま

で
経

験

に
よ

る
教

養

(人

間
形

成
)
を
重

視
す

る
歴

史
的

意
識

の
立

場

に
留

ま

ろ

う
と

す

る
点

で
は
、
デ

イ
ル
タ
イ
と

ガ
ダ

マ
ー
は
基
本

的
立

場
を

共

有

し

て

い
る
と

も

言
え

る
だ

ろ
う

。
し

か
し

ガ

ダ

マ
ー
は

、
デ

イ

ル

タ
イ

が
教
養

の
問
題
を
考

え
る

に
際
し

て
前
提

し

て

い
る
根
本

図
式

に
、
こ

の
歴
史
的

意
識

が
本

領
を
発

揮
す

る

の
を

妨
げ

る
も

の
を

見

る

の

で
あ

る
。三

特

定

の
時
代

や
地
域

の
う

ち

で
、
ま
た

局
限

さ
れ

た
経
験

の
範

囲

内

で
生

き

、
常

に
特
殊

的

な
先

入
観

か
ら

囚
わ

れ

て

い
る
人

間

が
、

そ

の
有

限
性

を

可
能

な
限
り

乗
り

越
え

て

ゆ
く

に
は
、
自

ら

の
囚
わ

れ
を
囚

わ

れ
と

し
て
自

覚

し
、
よ
り

普
遍

的

な
視
点

へ
と

高
ま

る
こ

と

が
求

め

ら

れ
る

。
「
理
解

」
は

そ

の
た

め
に
重

要

な
役

割
を

果

た

す

こ
と

に
な

る
。
デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
根

本
的

同
質

性

に
基

づ

い

て
人

間

の
様

々
な

可
能

性
を

我

が
も

の
と
し

、
そ

れ
を

通
じ

て
無
意

識

的

な

も

の
を

自
ら

に
意
識

化
す

る
と

い
う
仕
方

で
人

間

の
同
質

的
本
性

の
認
識

を
拡

張
す

る

こ
と
を

理
解

の
役
割

と
考

え

た
。
有

限
な

個
人

は
、
多

様

な
人

間

の
可

能
性

の
理

解
を

通

じ

て
、
い
わ
ば

そ

こ
か

ら

自

由
な
判

定
が

で
き

る
よ
う
な
囚

わ
れ

の
な

い
境

地

に
ま

で
達

し
よ

う

と
す

る

の
で
あ

り
、
こ
う

し
た
境

地

こ
そ
が

歴
史

的
意

識

の
理
想

な

の
で
あ

る

。
ガ

ダ

マ
ー
も
指
摘

す

る
よ
う

に
、
こ

れ
は

、
「
特
定

の
対
象

へ
の
嗜
好

や
親

和
性
と

い
っ
た
主
観

的
偶
然

性
か

ら
理
解

に

生

じ

て
く

る
限

界

を
根

本
的

に
乗

り
越

え

る
」
と

い
う

「
老

人

の
豊

か
な
成

熟

」
(ρ
目b
ω
q
)
の
理
想

に
他

な
ら

な

い
。

客
観

的
な

理
解

の
達

成

は
、
囚
わ

れ

な
き
歴

史
的

意
識

の
立

場

の

達

成
と

密
接

に

関
わ

っ
て

い
る
。
様

々
な
人

間

の
可
能
性

を

理
解

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
囚

わ

れ
な
き
歴

史
的
意

識

の
立

場

は
達
成

可
能

と

な

る

が
、
こ

の
立
場

の
達

成

に
よ

っ
て
、
理
解

さ

れ

た
個

々

の
事
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象

の
囚
わ

れ
な
き
客
観

的
な

評
価

も
ま

た
可
能

に
な

る
は
ず
な

の
で

あ

る

。
囚

わ

れ
な
き

観
方

か

ら

の
客

観

的
な

認
識

と

い
う

こ
と

が
、

デ

ィ

ル
タ

イ

の
堅

持

し

て

い
た

学

問
的

理

想

で
あ

っ
た

。

「
彼

[
デ
イ
ル
タ
イ
]
の
反
省

は
常

に
、
歴

史
的

に
制
約

さ
れ

た
人

間

の
認

識

を

、
そ

れ
自

体

の
拘
束

性

に
も
拘

わ

ら
ず
、
客
観

的

な
学

の
仕
事

と

し

て

正

当

化

す

る

と

い

う

目

標

に

向

け

ら

れ

て

い

た

」

(O
ト
P
い
い
)。
こ

の
客
観

性
と

い
う

学
問

理
想

は
、
既

に
歴

史

学
派

が

掲

げ

て

い
た
も

の
で
あ
り

、
歴

史
学

派

は
、
一
つ
の
時

代
が

そ

れ
自

体

か
ら

理
解

さ
れ
ね

ば
な

ら
ず

、
そ

れ
と

は
異
質

な
現
在

の
基

準

で

も

っ
て
判
定

し

て
は
な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

を
要
請

し

た
が
、
デ
イ

ル
タ

イ
は

、
そ

の
中

心
か

ら
統

一
を
構

成

し
、
そ

の
中
心

か

ら
理

解

さ
れ

る
よ
う

な
構

造
を

想

定
し

た
先

の
「
構
造

連
関

」
の
説

に
よ

っ

て
、
こ

の
要

請

に
答
え

た

の
だ

っ
た

。
既

に
見

た
通

り
、
こ

の
考
え

方

の
根

底
に

は
、
歴
史
学
派

が

ロ

マ
ン
主
義

か
ら

引
き
継

い
だ
部

分

と
全

体

と

い
う

図
式

が
存

し

て

い
る
。
一
つ
の
行
為

や
作

品

か
ら
個

人

の
全

体

へ
、
さ
ら

に
は
時

代

や
共
同
体

へ
と

一
層

広
範

な
歴

史
的

連

関
が

顧
慮

さ
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
遂

に
は
普
遍

史
的

認
識

へ
の

移

行
が

達
成

さ
れ
、
そ

こ
か
ら
個

々
の
歴
史

的
認
識

は
客

観
性

を
保

障

さ

れ
る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

し

か
し

歴
史

的
な

対
象

を
、
単

に
現

在

の
基
準

を

も

っ
て
判

定
す

る

の
で
は

な
く

、
部

分
と

全
体
と

の
関
係

か
ら

そ

の
意
味

が
客

観
的

に
確

定

さ
れ

る
た

め

に
は

、
「
歴

史
的

な
観

察

者

の

[歴
史
的
一
視
点

に
由
来

す

る
拘

束

性

(。。
冨
目
口
o
「〔o。
。
げ
信
巳

窪

ぴ
9
【)
が
克

服

し
得

る
」

(O
』
b
い
い
)と

い
う

こ
と
が
前

提

さ

れ

て

い
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。
こ

の
拘
束

性
克

服

の
可
能

性

に
対
す

る
見

解

が
、
デ

イ
ル

タ
イ
と

ガ
ダ

マ
ー
と

の
決
定

的

な
相

違
を

な

し

て

い
る
。
デ

ィ
ル

タ
イ

が
、
十
分

な
学
問
的

客
観

性
を
持

っ
た
歴

史
的
認
識

が
得

ら

れ
る
だ

け

の
拘
束

性

の
克

服

が

可
能

で
あ

る
と

考
え

る

の

に
対

し

て
、
ガ
ダ

マ
ー
は
、

こ

の
拘

束
性

の
克

服

が
不
可

能

で
あ
る
考

え

る

。
ガ

ダ

マ
ー

の
見
解

に
よ

れ
ば

、
デ

ィ

ル
タ
イ

の
掲
げ

る
普

遍

史
的

理

想

の
困
難

は
、
普

遍

史
的

連

関
が

決

し

て
完

結

し
得

な

い
と

い
う

以

上

に
、
「
我

々
が

歴

史

の
う

ち

で
理
解

す

る
者
自

身
と

し

て
、
進
行

を
続

け

る
連
鎖

の

う

ち

の

制

約

さ

れ

た

有

限

の
分

肢

と

し

て

存

在

し

て

い

る

」

(O
』
b
O
ω
)
と

い
う

点

に
存

し

て

い
る

の
で
あ

る

。

実
際

、
自

ら

の
先

入
観

を
超

え

て
高

ま

る

こ
と

を
習

得
し

、
囚
わ

れ
な
き

歴
史

的
意

識
を

達
成

す

る
と

い
う

要

求

の
う

ち

に
は
、
歴
史

的

制
約

に
拘
束

さ
れ
ざ

る
を
得

な

い
自
ら

の
有

限
性

の
自

覚
と

い
う

こ
と
と

と

も

に
、
有

限

な
人

間
が

「
無

限

な
理

解

の
能

力
」
を
所

有
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し

て

い
る
と

い
う

こ
と

が
含

ま

れ
て

い
る
。
ガ
ダ

マ
ー

は
次

の
よ
う

に
指

摘

す

る
。
「
へ
ー
ゲ

ル
の
理
性

の
観

念

論

に
対
す

る
デ

ィ
ル
タ

イ

の
批
判

は
、
た
だ
彼

の
概
念

的
思

弁

の
先
天

主
義

に
向

け
ら

れ

て

い
た

に
過
ぎ

な

い
。
精
神

の
内

的

無
限

性

は
、
デ

ィ
ル
タ

イ

に
と

っ

て
根

本
的

に
疑

わ
し

い
も

の
で

は
な
く
、
む

し
ろ
歴
史

的

に
啓
蒙

さ

れ

た
理
性

、
つ
ま
り
す

べ
て
を
理
解

す

る
天
才

に
ま

で
成
長

を
遂

げ

た

理
性
と

い
う

理
想

に
於

い
て
積

極
的

に
実

現

さ
れ
る
も

の
だ

っ
た

の
で
あ

る
。
デ

イ

ル
タ
イ

に
と

っ
て
有

限
性

の
意

識
と

は
、
意
識

を

有
限

化
す

る

こ
と

で
も

な
け

れ
ば
制

限
す

る

こ
と

で
も

な

い
。
有

限

性

の
意
識

が
立

証

し
て

い
る

の
は
、
む

し

ろ

エ
ネ

ル
ギ

ー
や
活
動

性

に
於

い
て
あ

ら

ゆ

る
制

限
を

超
え

て
高

ま

る
生

の
能

力

な

の
で
あ

る

。
そ

の
限

り

で
、
有

限
性

の
意

識

の
う

ち
に

は
ま

さ

に
潜

勢
的

な

精
神

の
無

限
性

が
現

わ
れ

て
く

る
。
も

ち
ろ

ん

こ
う

し
た
無

限
性

を

実

現
す

る
仕
方

は
思
弁

で
は
な
く

、
歴

史
的

な

理
性

で
あ

る
。
歴

史

的

理
解

は

、
全

て
の
歴

史
的

所
与

を
超

え

た
広

が
り

を

持

っ
て
お

り

、
ま

た
精

神

の
全

体
性

と

無
限

性

に

そ

の
揺

る
ぎ

な

い
基

盤

を

持

っ
て

い

る

が

故

に

、

そ

れ

は

真

に

普

遍

的

な

の

で

あ

る

」

(ρ
Hb
い
ひ
)。
デ

イ
ル

タ
イ
や

歴
史
学

派

の
歴
史

家
達

は

、
へ
ー

ゲ

ル

の
行

な

っ
た
先

天
的

な
歴
史
構

成

に
反
対

し

て
、
人

間
精
神

の
有

限

性

、
ま

た
そ

れ
を
補

な

っ
て
く

れ
る
経

験

の
重

要
性

を
主

張

し
た

の

だ

が
、
し
か

し
精
神

の
能

力

の
無

限
性

と

い
う

こ
と

に

は
何

ら
疑

い

を

抱

い
て

い
な

か

っ
た
。
そ

の
意

味

で
、
彼

ら

は
な

お

「
人

間

は
有

限

で
あ

る

に
も

拘
わ

ら
ず

不
完
全

で
は
な

い
」
と
す

る

近
代

の
理
性

信

仰

の
立

場
か

ら
脱

却
し

て

い
な

い
と

も
言

え

よ
う

。
「
い
ず

れ

に

せ

よ
、
デ

ィ
ル
タ
イ

が
有

限
的

-
歴
史

的

な
人

間

の
立

脚
点

の
被

る

拘

束
性

の
う

ち

に
、
精
神

科
学

的
認

識

の
可
能

性
を

根
本

的

に
損

な

う

も

の
を
見

て
い
な
か

っ
た

の
は

明
ら

か

で
あ

る

。
[デ
イ
ル
タ
イ
に

よ
れ
ば
]
歴
史

的

意
識

は
、
そ

の
よ
う

に
自

ら

の
相
対

性

を
超

え

て

高

ま
る

こ
と
を

成

し
遂
げ

、
そ

れ
に

よ

っ
て
精

神
科

学
的

認

識

の
客

観
性

が

可
能

と

な

る
の

で
あ

る
」

(O
ト
N
ω
o。
)
。

絶

対
知

の
立

場
を

否
定

し
、
ま

さ

に
知

が
有

限

で
し

か
あ
り

得

な

い
が
故

に
、
そ

の
有

限
な

意
識

に
と

っ
て
歴

史

的

な
経
験

が

必
要

で

あ

る
と

考
え

る
歴

史

学
派

に
与

し

て
、
デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
歴
史

的

に

有

限
な
意

識
が

そ
れ
に
も
拘
わ

ら
ず
自

ら
を
超

え

て
高
ま

る
可
能
性

を
根

拠

づ
け

る
よ
う
と

、
人
間
本

性

の
根
本

的

同
質

性
と

い
う

学
説

に

同
調

す

る
。
人

間

は
、
自

ら

の
体

験
を

変
換

し
、
他

者

の
体

験
を

追
体

験
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
個

人
的
体
験

の
拡

張
と

普
遍

化
を
行

な

う

の

で
あ

る
。
デ

ィ
ル
タ
イ

は
次

の
よ
う

に

述

べ

て

い
る
。
「
理
解
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に
よ

っ
て
は

じ
め

て
個
別

的
体
験

の
制

限

は
揚

棄

さ
れ

、
他
方

ま

た

個

人
的

体

験

に
は
生

の
経
験

と

い
う

性

格

が
付
与

さ
れ

る
。

理
解

は
、
多

く

の
人

間
、
諸

々

の
精

神
的

な
形

成
物

や
共

通
性

へ
と

拡
張

さ

れ

る
に

つ
れ

て
、
個

々
の
生

の
地
平

を
拡

張

し
、
精

神

科
学

に
於

い
て
、
共
通
す

る
も

の
を

通
じ

て
普
遍

的
な
も

の

へ
と
至

る
道

を
開

く

の
で
あ

る
」
(P

≦

押
慰

一)
。

こ

れ

に
対

し

て
、

ガ

ダ

マ
ー

は
、

デ
ィ

ル
タ
イ
が

理
性

の
無
限

な
能

力
を
想

定
し

つ

つ
、
そ

れ
に
基

づ

い
て
自
ら

の
拘

束
性

か
ら
脱
却

で
き

る
と

考
え

る
こ
と

に
根
本

的
な

疑

念
を

表
明

す

る
。
ガ

ダ

マ
ー

に
よ

れ
ば
、
こ

の
デ

ィ

ル
タ
イ

の
考

え
方

を

根
底

で
支
え

て

い
る

の
は
、
無

限

な
能

力

と
し

て

の
理

性

が

、
方
法

的
意

識
と
知

識

の
集
積

に
よ

っ
て

囚
わ
れ

や
偶
然

性
を

脱

却

し

つ

つ
、
対
象

を
自

由

に
処
理

で
き

る
か

の
よ
う

に
考
え

る
自

然

科
学

的

な
認

識
図
式

な

の

で
あ

る
。
ガ

ダ

マ
ー
は

、
人

間
が

自

ら

の

先

入
観

か
ら
完

全

に
脱

却

で
き

る
と
も
考

え
な

け
れ
ば

、
そ
う

し
た

脱
却
に
よ
っ
て
客
観
的
な
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
ー

仮
に
そ
れ
が

可
能
で
あ
る
と
し
て
ー

が
精
神
科
学
に
と
つ
て
有
効
で
あ
る
と
も

考
え

な

い
。
し

か
し

精
神

科
学

的

に
於

け

る
真

理
獲

得

の
可

能
性

は
、
そ

れ
で
も

や
は
り

デ

ィ
ル
タ
イ

の
洞
察

の
う

ち

に
含

ま

れ

て
お

り

、
先

の
自

然
科
学

的

な
図
式

か

ら
脱
却

し

て
こ

そ
、
こ

の
洞
察

は

そ

の
真

の
有
効
性

を
発
揮

す
る

こ
と

が

で
き

る

と
ガ

ダ

マ
ー
は
考

え

る

の
で
あ

る
。四

ガ
ダ

マ
ー

が
着

目
す

る

の
は

、
先

述

の
前
科

学
的

な

知
と

い
う
考

、凡
方

で
あ

る
。
歴
史
的

意

職
と

は
、
精

神

の
他

の

一
切

の
形
態

に
対

し

て
反
省

的

な
関
係

に
あ

る
よ
う

な
意

識

、
つ
ま
り

そ

れ
以
前

の
意

識
が

一
つ
の
生

の
現
実

の
直

接
的

な
表

現

で
あ

る

の

に
対

し

て
、
そ

れ
ら

過
去

の
意

識

に
対

し

て
歴
史

的
な
態

度
を

と

る
自

ら

の
可
能
性

を
知

っ
て

い
る
意

識

の

こ
と

で
あ
る

。
「
歴
史

的

意
識

は
自

己
自

身

を
そ

の
歴
史

か

ら
理
解

す

る
。
歴
史

的
意

識
と

は
自

己
認
識

の

一
つ

の
在

り
方

な

の

で
あ

る
」
(O
り【b
ω
ゆ
)。
反
省

的

な
自

己

認
識

と

い
う

性
格

は
、

前

科

学
的

な

知

に

と

っ
て
本

質

的

な

も

の
で

あ

っ
た

。

デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
人
問
的

生

の
基

本
的

単
位

で
あ

る

「
体

験

」
に
気

づ
く

意
識

の
在

り

方
を

「
覚

知

冒
口
。
'く
。
乱
o
昌
」

と

し

て
特
徴

づ

け

た

が

、

こ

こ

に

は

常

に

自

己

自

身

へ

の

一
種

の

向

き

返

り

痴
螺
鼻
≦
o
巳

ロ
昌
α。
)
と

い
う

こ
と
が

含
ま

れ

て

い
る
。
生

や
そ

の
外

化

の
う

ち

に
は

、
常

に
何

ら

か

の
知

が
伴

な

っ
て

い
る
と

い
う

の
が
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デ

ィ

ル
タ
イ

の
根
本

的
な

洞

察

で
あ

っ
た
。
こ

の
知
は

、
あ

ら

ゆ
る

学
問

的

な
客
観

化

に
先
立

っ
て
、
格

言

や
神

話
、
文

学

作
品

、
さ

ら

に

は
道
徳

や
法

律

(
つ
ま
り

生

の
客
観

体
)
の
う

ち

に
客
体

化

さ
れ

て

お
り

、
そ

れ
故

、
そ
れ
ら

は
ま

さ

に
生
を

理
解

す

る
た

め

の
特

別

な

「
器
官

」
と

な

る

の
で
あ

る
。

デ
ィ

ル
タ
イ

の
考
え

で

は
、
生

に
は
常

に
固

定
性
を

目
指

す
傾
向

が

現
わ

れ
、
そ
れ

は

一
方

で
生

の
客
観
体

へ
と

固
定
化

さ
れ

、
ま

た

他

方

で
は
学

問

的
な

知

と

し
て
も

固
定

性

を
求

め

る
。

ガ

ダ

マ
ー

は
、
デ

ィ
ル

タ
イ
が
後

者

の
学
問
的

固
定

化

に
よ
り
大

き
な

力
点

を

置
き

、
学

こ
そ

が
固
定

性
を

求
め

る
生

の
傾
向

を
完
成

す

る
も

の
と

見

倣
さ

れ

て

い
る
と
指

摘
す

る

。
「
デ

ィ
ル
タ
イ

は

、
生

の
不
確

実

性

の
克

服

を
、
社

会

や
生

の
経
験

へ
の
形
態

化

が
与
え

る
よ

う
な

堅

固

化
か

ら
と

い
う

よ
り

も
、
む
し

ろ
学

か

ら
期
待

す

る

の
で
あ

る
」

(ρ
一b
お

)
。
精

神

科
学

の
認

識

や
哲
学

的
な

自
己
省

察
も
ま

た

一
種

の
自

己

認
識
と

し

て
自

己

へ
と
向

き
返

り
、
自

ら

の
主
観
的

偶
然

性

を

克
服

し

つ
つ
堅
固

さ
を
得

よ
う

と
す

る

。
ガ

ダ

マ
ー
は
、
デ

イ

ル

タ
イ
が

「
汲

み
尽

く
し

難

い
生
」
を

「
学

問

の
力
」
と
対

置
し

、
汲

み
尽
く

し
難

い
生

を
統

御

す

る
た
め

に
、
自

然

科
学

が

「
方

法
」
の

導

入

に
よ

っ
て
主
観

的

偶
然

性

を
克

服

し
た

こ
と

を

モ
デ

ル

に
し

て
、
精
神
科

学

も
ま

た
学
問

的
方
法

に
よ

っ
て
客

観
性

を
獲

得

し
な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
と
考
え

て

い
る
と

い
う
先

の
批

判
を

繰
り
返

し

て
い

る
。
し

か
し

こ
う

し

た
ガ

ダ

マ
ー

の
批

判

は
適

切

で

は
な

い
。
デ

ィ

ル
タ
イ

は
繰

り
返

し

「
生

の
汲

み
尽

く
し

難

さ
」
を

口

に
す

る
が
、

そ
れ

は
、
ガ
ダ

マ
ー

の
言
う

よ
う

な
科
学

の
知

に
よ

っ
て
統
御
を

必

要
と

す
る

よ
う

な
混
沌
と

し
た
恐

ろ
し
げ

な
力

の
こ
と
な
ど

で
は
な

く
、
思

惟

の
前
提

が
生

の
う

ち

に
含

ま

れ
、
思

惟

が
生

の
背

後

に

遡

り
得

な

い
と

い
う
事
態

の
表

現

に
過
ぎ

な

い
。
ま
た

デ

ィ

ル
タ
イ
が

哲
学

に

「
社

会

の
自

己
省

察
」
e

9×
ヌ

・ω
O
恥
)
と

い
う

役

割
を
与

え
、

哲
学
だ
け
が
個

々

の
知
的

所
産

に
連
関

や
根

拠
づ

け
を

与
え

る
こ
と

が

で
き
る
と
明

言

さ
れ

て

い
る

こ
と

か
ら

も

(一)
.)(
只

"ω
O
ひ
)、

彼

が

自
然

科
学

的
な

意
味

で

の
学

問

の
力

を

、
固
定
性

を

求
め

る
生

の

傾

ハ　
　

向

の
完

成
と

見
倣

し

て

い
る
と

は
決

し

て
言
え

な

い
の

で
あ

る
。

ガ
ダ

マ
ー
が

こ
う

し
た
強
引

と
も
言
え

る
仕

方

で
デ

ィ
ル
タ
イ

の

科
学

主

義
を

際
立

た

せ
よ
う

と

し
た

の
は
、
知

を

伴

な
う

生

が
、
自

然
科

学

を

モ
デ

ル
に
し

た
客

観
的

な

学

問

認
識

に
於

い
て

で
は
な

く
、
生

の
客
観

体

へ
と
向

か
う
方
向

に
於

い
て
本

来

的

に
成

就

さ

れ

る
と

い
う

自

ら

の
主

張
と
対

照

さ
せ

る
た

め

で
あ

っ
た

。
様

々
な
生

の
客

観
体

の
う

ち

に
客

体

化
さ

れ
た
前

科
学

的

な
知

は
、
デ

ィ

ル
タ
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イ

の
場

合

に
は

、
そ

の
追
体

験
的

理
解
を

通

じ
て
獲

得
さ

れ
る

こ
と

に

よ

っ
て
、
主

観

的
な

偶
然

性

や
制
約

性
を

乗
り

越
え

、
囚

わ

れ
な

き

歴
史
的

意

識

の
立

場

へ
と
高

ま

る
た

め

の
手

段

で
あ

る
と

さ

れ

た
。
デ

ィ
ル
タ
イ

の
思

想
が

そ
う

し
た
志
向

を
持

つ
と

い
う

点

に
於

い
て
、
彼

の
立
場

は
単

な

る
相

対
主

義
を

目
指
す

も

の

で
な

い
こ
と

を

ガ
ダ

マ
ー
は
は

っ
き

り
認

め

て

い
る
(ρ
漏

自

)。
し
か

し
客
観

的

な
認

識

の
集
積

か
ら
囚

わ
れ
な
き
立

場

へ
の
移
行
と

い
う

こ
と

は
決

し

て
自

明

な
も

の

で
は
な

い
。
こ
れ
に
対

し

て
ガ
ダ

マ
ー

が
主

張

す

る
の
は
、
囚
わ

れ
な
き

歴
史

的
意

識
な

ど
と

い
う

も

の
は

不
可
能

で

あ

っ
て
、
有
限
な

人
間

は
先

入
観

か
ら
決

し

て
脱
却

す

る
こ
と

が
で

き
ず

、
従

っ
て
ま

た
囚

わ

れ
な
き
判

定
も

不
可

能
だ
と

い
う

こ
と

で

あ

っ
た

。
し

か
し

ガ

ダ

マ
ー
は
、
歴
史

的

で
有
限

な

人
間

が
自

ら

の

先

入
観

や
拘
束

性
か

ら
脱
却

で
き

な

い
と

い
う

こ
と

を
決

し
て
否
定

的

に
捉
え

て
は

い
な

い
。
む

し

ろ
人

間
は
常

に
ー

そ
れ

が
正
当

な

も

の
で
あ

れ
、

不

当
な

も

の

で
あ

れ
ー

先

入
観

に
囚

わ

れ

て
お

り

、
だ

か

ら

こ
そ
自

ら
と

は
異
質

な

も

の
や
承

認
し

難

い
も

の

(そ

れ
も

ま
た

知
と

い
う

性

格

を
持

っ
て

い
る

の
だ

が
)

に
出

会
う

と

き

、
そ

の
も

の

の
正
当

性

と
同
時

に
、
自

ら

の
先

入
観

の
正
当
性

を

も

疑

っ
て
み
る
こ
と

が

可
能
と

な
る

の
で
あ

る
。
デ

ィ
ル
タ
イ

が
囚

わ

れ
な
き

(
つ
ま

り
先

入
観

か

ら
脱
却

し

た
)
歴
史

的

意
識

の
立

場

か

ら

の
判
定

を

理
想
と

す

る

の
に
対

し

て
、
ガ

ダ

マ
ー
は

、
人

間

が

決

し

て
そ

こ
か

ら
脱
却

で
き

な

い
先

入
観

と

い
う

も

の

の
う

ち

に
、

精
神

科
学
的

認
識

に
と

っ
て
極

め
て
積
極

的
な

意
味

を
見

よ
う

と
す

る

の

で
あ

る
。

こ
う

し
た
立

場

の
相

違

は
、
こ

の
二
人

の
用

い
る
根

本

概
念

に
も

反
映

さ

れ

て

い
る
。
デ

ィ
ル
タ

イ
が
主

観

的
な

響
き

の
強

い
「
体

験

国
「8
げ
巳
。。
」
概
念

を

歴
史
的

世
界

の
基

本

要
素

と

し

て
掲

げ

る

の
に

対

し

て
、

ガ

ダ

マ
ー

が
常

に
持

ち
出

す

の
は
、

常

に
精

神

科
学

的

「
経

験

国
亀
魯

「盲

o。
」

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

。

こ

の
双
方

の
概

念

は
、
実
践

的

-
精
神
科

学
的

な
認

識

の
基

礎

と

な
る

人
間
精

神

の
根

本
様

態

を

指

し

て

い
る
と

い
う
点

で
は

か
け

離

れ

た
も

の

で
は
な

い
。
デ

イ
ル

タ
イ
は

、
体
験

を

、
そ

れ

が
主
観

的

で

あ
り

な

が
ら

人

間

の
根
本
的

同
質
性

に
基
づ

い
て
追
体
験

的
理

解
が

可
能
と

な

る
も

の
、
つ
ま
り

十

分
意

識
さ

れ

て

い
な

く
と

も

決

し

て
疎

遠

、
異

質

で

は

な

い
も

の
と

し

て
理
解

し

て

い
る

。
彼

も
ま

た
理

解

の
蹟
き

が
意

識
的

な

理
解

へ
の
き

っ
か
け

に
な

る
こ
と

に
気

づ

い
て

い
る
施
、
そ

こ

で
は
無

意
識

的

な
も

の
が
意

識
化

さ
れ

、
新

し

い
要
素

が
自

身

の

汲

み
尽

く
し
難

い
生
か

ら
再
認

さ
れ

る

に
過
ぎ

な

い
。
こ
れ

に
対

し
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て
ガ
ダ

マ
ー
は
、
経

験
と

い
う
も

の
が
む
し

ろ
異
質

的
な
も

の
と

の

遭

遇
、
ま

た
否

定
性

の
契
機

を
常

に
含

ん
だ
も

の
で
あ

る
点

を
強

調

　　
　

す

る
。
異
質

性

と

の
遭
遇

に
よ

つ
て
自

ら

の
先

入
観

が
意

識
さ

れ
、

そ

の
正
当

性

が
疑
わ

れ
、
時

に
は

否
定

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

が
経

験

の
内

実
を

な

し

て
い
る

の
で
あ

る
。
ガ

ダ

マ
ー
は
経
験

と

い
う
言
葉

が
、
日
常
的

な

用
法

で
も
常

に
否

定
的

な
契

機
を
含

み
、
痛

み
を
伴

な
う

も

の
で
あ

る
点
を
指

摘

し

て

い
る
。
デ

ィ
ル
タ

イ

の
場

合

に
、

無
意

識
的

な
同
型
的

本
性
が
体

験

-
表
現

-
理
解

と

い
う

過
程
を

経

て
意
識

化

さ
れ

る
と

考
え

ら

れ
た

事
態

が

、

ガ
ダ

マ
ー

の
場

合

に

は
、
異
質

な
も

の
と

の
遭
遇

に
よ

っ
て
自

己

の
先

入
観

が

い
わ
ば
賭

け

ら
れ

て
、
事
象

そ

の
も

の
の
真
理

要
求

に
答
え

る

こ
と
を

強

い
ら

れ

る
よ
う

な

対
話

と
な

る

の
で
あ

る
。
ガ
ダ

マ
ー
に
よ

れ
ば

、
こ

の

対
話

が
成

り
立

つ
た

め

に
は
、

出

会
わ

れ

る
も

の
は

、

理
解

者

に

と

つ
て
真

に
異
質

な
も

の
で
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。
そ
し

て
こ

の
異

質

な
も

の
は
歴
史

の
う

ち

で
出

会
わ

れ

る
の

で
あ

り
、
こ

の
異

質
性

と

の
遭

遇
を

、
ガ

ダ

マ
ー
は
経

験

の

「
内

的

な
歴
史

性
」
(O
ト
旨

納

い
旨

午
薗
.)と
特

徴

づ
け

る
。
同

質
性

を
前

提
す

る

デ
ィ

ル
タ
イ

の
理

解
理

論
が

、
こ
の
真

の
対

話

の
契

機

を
逸
し

て
し
ま

う
危

険
を

孕
ん

で

い
る
と

い
う
点

で
、
ガ
ダ

マ
ー
は
彼

の
前

提

が
本
来

の
歴
史

的
経

験
を

隠
匿

し

て
し

ま
う

と
批

判

し
た

の
だ

っ
た
。

さ
ら

に
ガ
ダ

マ
ー

は
学

問
的
方

法
が
対

話
を
妨

げ

る
も

の
で
あ

る

と

い
う
点

を
指

摘

す

る
。
彼

が
着

目

す
る

の
は
、
デ

ィ
ル

タ
イ

が
デ

カ

ル
ト

の

「
方

法
的

懐
疑

」
を
独

特
な

仕
方

で
受

容

し

て

い
る
点

で

あ

る
(ρ
樗
全

hh
■)。
こ

こ

で
も

ガ

ダ

マ
ー

は
、
デ

ィ

ル
タ
イ

が

デ
カ

ル
ト
的

な
方

法
的
懐

疑

を
、
精

神
科

学
的

対
象

で
あ

る
様

々
な
生

の

客

観
体

に
向
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
学

的
確
実

性
を
獲

得
し

よ
う

と

し

て
お
り

、
そ

れ
が
、
前
科

学

的
な
知

を

そ

れ
と

は
別

の
方

法
的

な

処

理

に
よ

っ
て
判
定

し
、
支

配
し

よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
と

い
う
先

の
批

判

を
繰

り

返

し

て

い
る
。

そ
し

て
そ

れ

に
続

け

て
、

彼

は
、

デ
ィ

ル
タ
イ
が
生

そ

の
も

の
か
ら
獲

得
さ

れ
る
確
実

性
と
学
的

方
法

に
よ
る
確

実
性

を
区

別

せ
ず

、
た
だ
後

者

に

の
み
確
実

性

の
量
的

優

位

を
認

め

て

い
る
の
に
対

し

て
、
こ

の
双
方

の
確
実

性

に
相
違

が
あ

る
こ
と

に
言
及

し

て
次

の
よ
う

に
述

べ

て

い
る

。
「
学

の
確

実
性

は
、

常

に
或

る

デ
カ

ル
ト

的
な

特
徴

を
備

え

て

い
る

。
そ

の
確
実

性

は
、

懐
疑

と

そ

の
克

服
か

ら
生
ず

る
も

の
で
は

な
く

、
常

に
既

に
懐
疑

に

襲

わ
れ

る

こ
と
を

未
然

に
防

い
で

い
る

の

で
あ

る
」
(ρ
Hb
お

)。
精

神
科

学
的

な
経

験

に
と

っ
て
、
本

来

の
懐

疑

は
、
自

ら

の
先

入
観

を

意

識
化

し

、

そ

の
正

当
性

を

賭

け

て
み

る
上

で
重

要

な
契

機

と

な
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る
。
生

か
ら
獲

得

さ

れ
る
確

実
性

は
、
糟
神

科
学

的
な

経
験

、
つ
ま

り
自

ら

の
先

入
観
と
伝

承
と

の
対
話

の
中

で
本
来

の
懐

疑
を
通

じ
て

達

成
さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。
こ

れ
に
対

し

て
、
学

問
的
方

法

と
し

て

の
方

法
的

懐
疑

は

こ
の
本
来

の
懐
疑

を
未

然

に
防
ぎ
、
真

の
対
語

の

成

立
す

る
余

地
を

失
わ

せ

て
し
ま

う

の
で
あ

る
。

既

に
明
ら

か
な
よ

う

に
、
ガ

ダ

マ
ー
は
対
話

的

-
弁

証
法

的
な

在

り
方

が

、
精
神

科
学

に
於

け
る
真

理
認
織

の
最

も
本
質

的

な
契
機

で

あ

る
と

考
え

る
。
自

ら

の
先

入
観

と
伝

承

(
テ
キ

ス
ト
と

し

て
の
歴

史

的
世

界
)
と

が
事
象

の
真

理

要
求
を

め

ぐ

っ
て
対
請

し
、
そ

し

て

そ

こ
か
ら

双
方

の

「
地
平

の
融
合

」
が
生
ず

る
と

い
う

こ
と

に
、
精

神

科
学

の
本
来

の
働

き
を
彼

は
見

る

の
で
あ

る
。
そ

の
意

味

で
精

神

科
学

的
な

認
識

と

は
、
学

問
的

な
確
定

や

解
明

で
は

な
く
、
常

に
経

験

に
留

ま

ら
ざ

る
を

得
な

い
も

の
で
あ

る
。
し

か
し

そ

れ
は

な
お

、

真
理

へ
と
接

近
す

る
方
向

性
を
持

つ
も

の
、
否
そ

れ
ど

こ
ろ
か

一
つ

の
真

理

の
在
り

方

な

の
で
あ

る
。
こ
れ

に
対

し
て
、
デ

ィ

ル
タ
イ

は

自
然
科
学
に
由
来
す
る
学
問
理
想
i

つ
ま
り
対
象
を
客
観
的
に
確

定

し
た
り
解
明

し
た
り

す
る

こ
と
を

課
題
と
す

る
よ
う

な
学
問
理
想

1

か

ら
、
結

局
脱

す

る
こ
と

が

で
き

ず

、
経

験

の
持

つ
真

理
性

に

気

づ
き

な

が
ら

も
、

そ

の
点
を

前

面

に
押

し
出
す

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た
と

ガ

ダ

マ
ー
は
批

判
す

る
。
「
そ

れ
故

、
デ

ィ

ル
タ
イ

は
歴

史

的

過

去

の

研

究

を

歴

史

的

経

験

と

し

て

で

は

な

く

、

解

競

爲
見
民
自
。
2
昌
o。
)
と
し

て
考

え

る
の

で
あ

る
」
(O
』
勧
轟
い
)。

鷺

し

か
し
ガ

ダ

マ
ー

の
考

え

る
理
解

は
、
そ

の
都
度

の
自

ら

の
先
入

観

と

の
関
係

の
中

で

の
み
生
起

す

る
も

の
で
あ

り
、
デ
ィ

ル
タ
イ

の

目
指
す

客
観
的

理
解
と

は
性
格

の
異

な
る
も

の
と

な
ら
ざ

る
を
得

な

い
。
デ

イ

ル
タ
イ

の
理
解

が

、
囚
わ

れ

な
き

立
場

を

確
立

す

る

こ
と

を
目
指

し

つ
つ
、
あ
く

ま

で
客

観
的

な
確

定
を

行

な
う

も

の
で
あ

る

の
に
対

し

て
、
ガ

ダ

マ
ー

は
、
客
観

的

理
解

の
可
能

性

や
意

味

に

つ

い
て

の
疑

念

を
示

唆

し

つ

つ
、
客
観

的

理
解

を

超
え

て
、
主
客

の
統

一
の
う

ち

で
生
ず

る

「
地
平

融
合

」
を
真

の
意

味

で

の
理
解

と
見

倣

す

の

で
あ

る
。
従

来

の
伝
統

的
解

釈
学

に
於

い
て
、
テ
キ

ス
ト
内

で

の
部

分
と
全

体
と

の
循

環
関
係
と

し

て
考

え
ら

れ

て
き

た

い
わ

ゆ
る

解
釈

学

的
循

環
も

、
今

度

は
新

た
に
、
テ

キ

ス
ト

と
そ

の
都

度

そ

こ

に
持

ち
込

ま

れ
る
先
行

把

撞
と

の
循

環

関
係

と

し

て
捉

え
直

さ

れ
、

決

し

て
完
結

せ
ざ

る
も

の
と

し
て

の
理
解

の
性

格
が

際
立
た

せ
ら
れ
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る

こ
と

に

な

る
。

こ
こ

に
至

っ
て
理
解

概

念

は
根

本
的

な
拡

張

を

被

つ
た

の
で
あ
り

、
ガ
ダ

マ
ー
は
、
「
伝

統

的
解
釈

学

が
、
理
解

の

属

し

て

い
る
問
題

地
平

を
不
当

に
狭
め

て
し

ま

っ
た
」
(O
ト
P
ひ
い
)と

批

判
し

て
、
そ

の
主
張

を
さ

ら

に
挑
発

的

に

「
お
よ

そ
理
解

が

な
さ

れ

る
と

き
、
人

は
別
様

に
理

解
し

て

い
る

の

で
あ

る

」
(O
ト
い
0
8
と

定
式

化

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
拡
張

さ
れ

た
理
解

概
念

が
、
従

来

の
理
解

概
念
と

如

何

な
る

関
係

に
あ

る
の
か
と

い
う

こ
と

が
、
哲

学
的

解
釈
学

と
伝

統

的

解
釈

学

と

の
関
係

を

も
規

定
す

る

こ
と

に
な

ろ
う

。
ガ

ダ

マ
ー

は

、
客
観

的

な

理
解

の
可
能
性

や
意
味

に
懐

疑
的

で

は
あ

る
が

、
そ

の
余

地

を
全
く

認
め

て

い
な

い
の
で
は

な

い
。
彼

は
客
観

的
な
確

定

を

理
解

の
う

ち

の

一
つ
の
契

機
と

し

て
の
み
認

め

る

の
で
あ

る
。
彼

は
デ

イ

ル
タ

イ

の
理

論

に
対

し

て
、
彼

が
述

べ
る

よ
う
な
自

ら

の
体

験

や

そ
の
追
体
験

に
関
す

る
限
り
有
効

で
あ
る

こ
と
を
認

め
て
も

い

た
。

し

か
し

そ
れ

は
理

解

の
本
質

的

な
も

の
で

は
な

く
、

む

し

ろ

「
手

殺
」
で
あ

る

に
過
ぎ

な

い
。
ガ

ダ

マ
1

は
次

の
よ
う

に
指

摘

し

て

い
る

。
「
我

々
が

歴
史

学
的

思
惟

の
成
立

を

め
ぐ

っ
て
既

に
見

て

き
た

の
は
、
そ
う

し

た
思

惟
が
事

実

上
、
手

段

か

ら
目
的

へ
の
曖
昧

な
移
行

を
行

な

っ
た
、
つ
ま
り
手

段

に
過
ぎ

な

い
も

の
を
目
的

に
し

て
し

ま

っ
た
と

い
う

こ
と

な

の
で
あ

る
。
歴
史

学
的

に
理

解

さ
れ

た

テ
キ

ス
ト

は
、
真
な

る

こ
と
を

述

べ
る
と

い
う

要
求

か
ら

紛

れ
も

な

く
駆

逐
さ

れ

て
し
ま
う

。
人

は
伝

承
を

歴

史
学

的
な

観
点

か

ら
見

る

こ
と

に
よ

っ
て
I
l
す

な

わ
ち
自

ら
を

歴
史
的

状
況

の
う
ち

へ
と

移

し
入

れ
、
歴
史

学
的

な
地

平
を
再

構
成

し

よ
う

と
す

る

こ
と

に
よ

っ

て

理
解

を
遂

行

し

て

い
る
と
思

い
込

ん

で

い
る

。
[し
か
し
]
実

際

に

は

、
人

は

[こ
れ
に
よ

っ
て
]
自

身

に
と

っ
て
も

有

効

で
か

つ
理

解

可
能

な
真

理
を
伝
承

の
う
ち

に
見

い
だ
そ
う

と
す

る
要
求

を
根
本

的

に
放

棄

し

て
し

ま

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う

な
仕

方

で
他

者

の
他

性

を

承
認

す

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ
う

し
た

他
性

を

客
観

的

認
識

の
対

象

に
す

る

こ
と

で
も

あ

る
が

、

そ
う

し

た

限
り

に
於

い

て
、
そ

れ
は
他

者

の
要
求

を
根

本
的

に
遮

断

し

て
し
ま
う

こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
」

(O
ト
い
O
。。
ご

。

ガ

ダ

マ
ー

に
と

っ
て
問

題

な

の
は

、

手
段

を

目
的

に
置

き
換
え

て
し
ま
う

こ
と

に
よ

っ
て
、
本

来

の
理

解

の
う

ち

の
最
も
本
質

的
な

も

の
で
あ

る
対
話

的
契
機

が
等

閑
に
付

さ

れ

て
し
ま

う
危

険

性

で
あ

る

。
歴

史
学

派

の
理
解

理

論

は
、

対

象

(
歴
史

)
を

客

観
的

な
理

解

に
よ

っ
て
確
定

し

、
そ

れ

に
対

し

て
主

観

が
、
様

々
な
先

入
観

に
囚
わ

れ

る
こ
と

な
く

判
定

を
行

な

い
得

る

と

い
う

こ
と

を
前

提
し

て
い
る
。
そ

こ
で
は

い
わ

ば
客
観

的

な
理

解
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と

そ
の
評
価

と
を

分
断

し
、
後

者
を
保

留

し

て
前
者

の
み
を

対
象
と

す

る
こ
と

が
可
能

で
あ

る
か

の
よ
う

に
、
ま

た

そ
れ

こ
そ
が

歴
史
学

の
課
題

で
あ

る

か

の
よ
う

に
考

え
ら

れ

て
し
ま
う

の

で
あ
る

。
そ

れ

は
ま

た

ニ
ー
チ

ェ
が
辛
辣

に
批
判
し

た
歴
史
主
義

の
弊
害

で
も
あ

っ

た

。ガ

ダ

マ
ー
は
、
こ

の
よ
う
な

客
観
的

理
解

と
評
価

と

の
分

断

の
発

端

を

な

す

の

が

、

ロ

マ
ン
主

義

解

釈

学

で
あ

っ
た

と

指

摘

す

る

(ρ
切

旨
hh
■)。

元
来

、
説
教

に
於

い
て
聖

書

の
教
え

を
伝

え

た
り

、

ま
た
神

託
を

人

々
に
媒
介

し

た
り
す

る
解
釈
者

に
は
、
常

に
現

在

の

状
況

へ
の
適

用
と

い
う

こ
と

が
不
可
欠

で
あ

っ
た

。
し
か

し

ロ
マ
ン

主
義

解
釈

学

は
、
そ
れ
以

前

の
解
釈

学
的

伝
統

か
ら

こ

の

「
適

用
」

と

い
う
契

機
を

排
除

し

て
し
ま

う

。
こ

こ
に

は
、
自
然

科

学
的

な

図

式
、
つ
ま
り

デ

カ
ル
ト
的

な
主

客

の
二
元
論

の
図
式

が
入

り
込

ん

で

き

た

の
で
あ
り

、
ロ
マ
ン
主
義

解
釈

学

は
、
主

客
を

分
断

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
学

的

な
客
観

性
を

獲
得

を

目
指
す

代
わ

り

に
、
人

文
学

が
保
持

し

て
き

た
実
践
知

の
伝

統
を

損
ね

て
し
ま

っ
た
と

ガ
ダ

マ
ー

は
主

張
す

る
。
デ

ィ
ル
タ
イ

の
思
考
過

程
を

曖
昧

に
し

て

い
る
デ

カ

ル
ト
主

義

が
、
既

に

ロ

マ
ン
主

義
解
釈

学

の
う

ち

に
見

ら
れ

る
と
指

摘

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
(O
.Hb
△
ゆ
》
誓
B
,一ω
O)、
こ

の
適
用

の
排

除

と

い
う

こ
と

が
、
以

降

の
伝

統
的

解
釈

学

の
運
命

を
規

定

す

る
こ
と

に

な
る

。

こ
れ

に
対

し

て
、

ハ
イ

デ
ガ

ー

の
思
考

を

継

承

す

る
ガ

ダ

マ
ー

は
、
理
解

を
、
主
客

の
分
離

に
基

づ

い
て
自

由

に
振

舞

う

認
識

主

観

の
活

動
と

は
考

え
ず

、
む

し

ろ
そ

の
先

行
構

造

に

基
づ

い
て
、

自

ら

の
先
入

観
を

賭
け

、
事
象

そ

の
も

の

の
真

理

要
求

に
答

え

る
場

で
あ

る
と

考
え

る

。
歴
史

的
精

神
科

学

は
、
そ

の
従

来

の
自

然
科

学

を

モ
デ
ル

に
し
た

自
己

理
解

に
も
拘

わ

ら
ず
、
実
際

に
は
真

理

に
関

わ

る
経

験

の
場
と

し

て
機
能
し

て
い
る

の
で
あ

り

、
そ

こ

で
は
常

に

対

話
的

契
機

が

働
き

、
適

用
と

い
う
性
質
を

生

か

し
・て
そ

の
都
度

の

関
心

に
導
か

れ
な

が
ら

、
事
象

の
真

理
要

求

に
答
え

よ
う

と

し

て

い

る
は
ず

だ

と
ガ

ダ

マ
ー

は
主
張

す

る

の
で
あ

る

。

先

述

の
通

り
、
学
問
的

客
観

性
と

い
う

理
想

を
無

力

化

し
か
ね

な

い
よ
う

な
ガ

ダ

マ
ー

の
徹
底
し

た
主
張

は
、
様

々
な
方

面
か

ら
厳

し

い
批

判

に
曝

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。
そ
れ

ら

の
批

判

に
対

し

て
、

ガ

ダ

マ
ー
自

身
も

、
後

に
書

か
れ
た

説
明

的
補

足
的

な

い
く

つ
か

の

文
章

の
中

で
、
伝

統
的
解

釈
学

と
哲

学
的

解
釈

学
と

の
対
立

の
激

し

さ
を
和

ら
げ

よ
う

と
し

て

い
る
よ
う

に
も

思

わ
れ

る
。
ガ

ダ

マ
ー

の

哲

学
的

解
釈

学

の
試

み
は
、
そ

の
発
端

か

ら

し

て
方

法

論
的

な
問

題

設

定

に
関
わ

る
も

の
で
は
な

か

っ
た

。
彼

は
自

ら

の
意

図

に

つ

い
て
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「
真

理
と

方
法
』
第

二
版

の
前

書
き

の
中
で
次

の
よ
う

に
述

べ

て

い

る
。
「
以
前

の
解
釈

学

が
目
指

し

て

い
た

よ
う

な
理

解

の

〈
技
術

論
〉

を

つ
く

る
こ
と

は

、
私

の
意

図
す

る
と

こ

ろ
で

は
な

か

っ
た

。
:

・

ま
た
精

神

科
学

の
仕
事

の
理
論

的
基

盤
を
探

究

し

て
、
そ
う

し

て
獲

得
し

た
認

識
を
実

践

の
場

に
適

用
す

る

こ
と
も
、
私

の
意

図

す
る

と

こ

ろ
で
は

な

い
。
も

し
も
本
書

で
述

べ
た

論
究

か
ら
実

践

に
と

っ
て

の
結

論

が
あ

る
と

す

れ
ば

、
そ
れ

は

い
ず

れ

に
し

て
も

、
非
学

問

的

な
参

画

に

で
は

な
く
、
学
問

的
な

誠
実

さ

に
役
立

つ
も

の
で
あ

る
。

そ

れ
は
、
い
か

な

る
理
解

行
為

の
中
に
も
参

画

が
働

い
て

い
る

こ
と

を
認

め

る
誠
実

さ

で
あ

る
。
だ

が
私

が
本
当

に
成
し
遂

げ
た

と
自
負

し

て

い
る

の
は

、
哲
学

的
な

性
質

の
も

の
で
あ

つ
た
し

、
ま

た
今

で

も

そ
う

な

の
で
あ

る

。
要
す

る

に
問
題
と

な

っ
て

い
る

の
は

、
我

々

が
何

を

し

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
も

な

け
れ
ば

、
何

を
す

べ
き
か

と

い
う

こ
と

で
も

な
く

、

我

々

の
意

志

や
行

為

を
超

え

て
、

実
際

に

我

々
に
起
き

て

い
る
こ
と
は
如
何

な

る
こ
と

で
あ

る
の
か
と

い
う

点

な

の
で
あ

る
」
(ρ
戸
&

QQ
)。
彼

の
意

図

が
、
精
神

科
学

の
う

ち

で
何

が
実

際

に
起

こ

っ
て

い
る

の
か

を
記

述

す

る
こ
と

に
あ

る

と
す

れ

ば

、
そ
れ

は
、
客

観

的
な

認
識

が
如

何

に
し

て
獲

得

で
き

る

の
か
と

い
う
方

法

論

的
探
究

と

は

問
題
次

元

が
ず

れ

て

い
る

こ
と

に
な

ろ

う

。
実

際

、
哲

学
的

解
釈

学

に
よ

っ
て
、
方

法

論
的

な
伝

統

的
解

釈

学

の
存

在
が

無
意

味

に
な

っ
て
し
ま

う

わ
け

で
は
決

し

て

な
く

、
む

し

ろ

こ
の
両
者

は
そ
れ
ぞ

れ
が
解
釈

学

に
不
可
欠

な

二

つ
の
側
面

を

な
し

て

い
る
と

考
え

る

べ
き

だ

ろ
う

。

我

々
は

、
客

観
的

な
理

解

を
獲

得
し

よ
う

と

し
、
可
能

な

限
り

普

遍

的
な

立
場

か

ら
評
定

を
行
な

う

こ
と

を
目
指

す

と

い
う

点

で
、
伝

統

的
解

釈
学

の
志

向
を

共
有
す

る
が
、
同
時

に

そ
れ
が

一
時

代

の
事

象

の
単

な

る
客
観

的
確

定

に
尽
き

る
も

の
で
は
な

く
、
常

に
そ

の

ア

ク
チ

ュ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
問

う
こ
と

を
求
め

ら
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

を
意

識

せ
ざ

る
を

得
な

い
。
我

々
は
、
意
識

的

で

あ
れ
無

意

識
的

で

あ
れ

、
自

ら

の
問

題
意

識

に
照
ら

し

て
歴
史

的

現

実
を

意
味

づ

け
、

評
価

を

下

さ
ね
ば

な

ら

な

い

の
で
あ

る

。

そ

の
意

味

づ

け

や
評

価

は
、
も
ち

ろ
ん
恣

意
的

独
善

的
な

読

み
込

み
を

避

け
、
テ
キ

ス
ト

の

真
意

を
汲

み
取

っ
た

上
で
評
価

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
と

い
う

意
味

で
客

観
的

で
あ

ろ
う
と

す

る
が
、
し

か
し

そ

の
問

題
意

識
自

体

や
歴

史
家

が
受

け
取

る

ア
ク
チ

ュ
ア
リ

テ
ィ
ー

の
程
度

は
、
歴
史

家
自

身

が
受

け
取

る
時

代

や
状

況

の
要
請

と
無

関
係

で
は
あ
り

得

な

い
。
そ

れ
ば

か
り

か
状

況

や
時

代

の
要
請

は
、
歴
史

学
派

が

評
価

と
切

り
離

し
得

る
と

考
え

た
客
観

的

な
確
定

に
も

影
響

を

及

ぼ
し

て
お
り

、
そ
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の
意
味

で
、
歴
史

的
対

象

は
そ

の
都

度
異

な

っ
た
相

貌

の
も

と

に
現

わ

れ
ざ

る
を
得

な

い
の

で
あ

る
。
我

々
は
伝
統

的
解

釈
学

に
従

っ
て

客
観
性

を

目
指

し
、
勝
手
な
恣

意
を

持
ち
込

む

こ
と

を
自

ら
に
禁

じ

つ

つ
研
究

を
行

な

っ
て

い
る
に
し

て
も
、
実
際

に
成

就
し

た
研
究

成

果

は
、
常

に
制
約

さ

れ
先
入

観

に
囚
わ

れ

た
人

間
が
、
歴
史

的

対
象

を
如
何

に
経

験

し
た

か

の
表

現
に
他

な

ら
ず
、
そ
れ

は
や

は
り

一
種

の
知

で

は
あ
る

が
、
自

然
科
学

に
於

け

る
よ
う

な
学

的
認
識

で
は
な

く

、
新

た
な
対

話

を
惹
起

す

べ
く
存

在

す

る
知

な

の
で
あ

る
。

デ
イ

ル
タ
イ

の
理
論

が
、
時

代

や
状
況

か
ら
受

け

る
拘
束

性

や
対

話
的
契

機

を
十

分

に
主

題
化

せ
ず
、
客
観
性

と

い
う

学
的

理
想
を

堅

持

す

る
こ
と

で
、
精

神
科

学

的
経

験

の
歴

史
性

を

平
板

化

し

て
し

ま

っ
て

い
る
と

い
う
批

判
は
、
確

か
に
彼

の

一
面
を
鋭

く
突

い
て

い

る
と

言
え

る
だ

ろ
う

。
し
か

し
デ

ィ
ル

タ
イ
が

精
神
科

学

に
特
有

の

歴

史
性

の
契

機

に
気

づ
き

な

が
ら

、

そ

れ
を
前

面

に
押

し

出

さ
な

か

っ
た
原
因
を

た
だ
単

に
自

然
科
学

的
な

囚
わ
れ

の
み
に
求
め

る

こ

　
り

と

は
適

切

で
は
な

い
。
ロ
ー
デ

ィ
が
指
摘

す

る
よ

う

に
、
デ

イ
ル
タ

イ

に
と

っ
て
重

要

で
あ

る

の
は
、
主

観
的

恣
意

的
関

心
を

持
ち
込

む

こ
と

に
よ

っ
て
客
観

性

を
損

な
う

こ
と

が

、
精

神

科
学

に
と

っ
て

持

っ
て

い
る
危

険
性
を

強
調

す

る
こ
と

で
あ

っ
た
。
方
法

は
そ

れ
だ

け

で
精
神

科
学

的

な
認
識

を
成

り
立

た
し

め

る
も

の
で

は
な

い
が
、

な
お

そ

の
認
識
が
真

に
豊

か
な
も

の
に
な

る
よ
う

導
く

こ
と
は
可

能

な

の

で
あ

る
。
そ
れ

故
、
彼

に
と

っ
て

は
、
如

何

に

し

て
歴
史

的

現

実

に
肉

薄

で
き

る
か
と

い
う
方

法
論
的

な
探
究

が
問

題
と

な

っ
た

の

で
あ

り
、
客
観

的

理
解
と

い
う

こ
と

も
ま

た
そ

れ
自

体

の
獲

得
を

要

求
す

る
と

い
う

よ
り

も
、
む
し

ろ
肉
薄

の
た
め

の
理
念

と

し

て
有
効

な
も

の
だ

っ
た

の
で
あ

る

。
恣

意
を

持

ち
込

む

こ
と

を
厳

し

く
禁

じ
、
そ

の
真

意

を
汲

み
取

ろ
う

と
努

め

て

こ
そ
、
歴
史

的

現
実

の
偉

大

さ

は
真

に
経
験

さ
れ

る
こ
と

に
な

ろ
う

。
も

ち

ろ
ん

そ
こ

に

は
、

理
解
者

の
時
代

意
識

や
状

況
意

識
が

不
可
避

的

に
反

映

さ
れ

る
し
、

む
し

ろ
ま

た

そ
う

で
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
『精

神
科

学

へ
の
序

説
』

の
批

判

的

学

問

史

(一)
ト

旨
一
ム
O
。。
)
を

見

て
も

明

ら

か

な

よ
う

に
、

デ

ィ
ル
タ
イ

の
歴
史

記
述
も
ま

た
常

に
彼

自
身

の
鋭

い
時

代
意
識

に

貫
か

れ

て
お
り

、
単

な

る
客
観
的

な
事

実
確

定

に
尽

き

る
も

の
で
は

な

い
。

ガ

ダ

マ
ー

も

、
歴
史

家

、
と

り

わ

け
哲

学

史
家

と

し

て
の

デ

ィ

ル
タ
イ

の
仕

事

に
賞
賛

を
惜

し

ま
な

か

っ
た

の
で
あ

る

。

し
か

し

一
方

で
、
先

述

の
通

り
、
手

続

き

や
方

法
を

重

視
す

る
方

法
論
的

な
探

究

に
も
大
き

な
危

険
が
あ

る

こ
と

を
見

逃
す

こ
と

は
で

き
な

い
。
ガ

ダ

マ
ー
が
伝

統
的

解
釈

学
を

厳

し
く

批

判

し
た

の
は
、
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そ

の
方
法

論
的

探
究

が
徹
底

化
さ

れ

て
、
方
法

の
整
備

に

よ
る
客

観

的

な
確
定

が
歴
史
的
精
神

科
学

の
す

べ
て
で
あ
る
か

の
よ
う

に
考

え

ら

れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
精
神

科
学

本
来

の
、
媒
介

的

に
事
象

の
真

理
要
求

に
答
え

る
と

い
う

最
も
重
要

な
局
面

が
軽
視

さ
れ
る
危
険

が

あ

る
こ
と

を
看

取
し

て

い
た

か
ら

に
他
な

ら
な

い
。
こ

の
危

険

に
対

し

て
、
彼

は
敢
え

て
客
観

性
理

想
を
無

力
化

し

か
ね
な

い
よ
う

な
論

争
的

な
自

ら

の
立

場
を

対
置
す

る

こ
と

で
、
精
神

科
学

の
本

来

の
力

と

い
う
も

の
を

強

調
し

よ
う

と
し

た

の
で
あ

る
。

(六
)

ブ
リ
ヂ

ョ
フ

・
ロ
ー
デ

ィ

「
デ

ィ
ル
タ
イ
、
ガ
ダ

マ
ー
と

『伝

統
的
』
解

釈
学
」

(大

野
訳
)

『思
想
一

七

一
六
号

、
三

〇
頁
以

下
。

(七

)

】)
=
9
0
メ

O
塁

浄

ミ

o0
9
く
同一.
¢
P
一
ρ

<
範
.
ρ

「
◎ロ
o
=
コ
o
≦
一b
鴇
量

噌
冨

首
N
凶o。

一
8

9
0り
■一
〇〇
〇
h

(八

)

こ

の
経

験

概

念

は

、

=
。
αq
9

の
経

験

概

念

と

密

接

な

関

連

が

あ

る

。

O
。
「

o口
o
σQ
「蔦

α
o
「
印

8
ぼ

…

αq
琶

α
O
餌
。。
乏

①
の
o
昌
自
o
「
冨

「ヨ
窪

o
猛

。。
0
7
窪

卑

「
聾

「
彗

αQ

(Q
一一冒Q
い
P
lω
鉛

)
と

い

う

章

を

参

照

せ

よ

。

(九

)

ロ

ー

デ

イ
前

掲

書

、

三

二
頁

。

デ

ィ
ル
タ

イ

の
引

用
は

、
≦
・U
=
§
oざ
Q
恥器
ミ
ミ
ミ
紺

物
o
ミ
ミ
§
・O
α
ε
ロ
σ。
o
ロ

一逡
島
h
に
、
ガ
ダ

マ
ー
の
引
用

は
、
=

・-Q

O
巴
m
ヨ
o「"
Q
題
§
§
恥ミ

蓉

ぎ

き

さ
窪

恥
こ
ぎ

玄
コ
oQ
窪

お
。。
ひ
-同$
い
・
に

よ
る
。
引

用
後

の

(
)
内

の
U
は

デ

イ
ル

タ
イ
、
Q
は
ガ
ダ

マ
ー
を
表
わ

し

ロ
ー

マ
数
字

は
巻
数
、
ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
頁

数
を

示
す
。
な

お
引
用

中

の

[
]

内
は

折
橋

に
よ
る
補
足

。

(
一
)

<
α。
ド

国
.
oロ
。
葺

》
ミ
鷺

ミ
巴
蕊

き

之
轟

§

恥
胤
罫

ミ

ミ
h
ミ

ミ
ぎ

ミ
㍗

§

、

Q
鮭
隔
§

§
鈎
恥
覇
暮

禽

§

月

自
σ
ぎ
α。
s

這

$

.

目
び
.軍

ω
0
8

0
7
β

§

、
さ

ミ

神
§

、

ぎ

§

§

ミ
誉

き

§

ぎ

、
ミ

慧

b

o
弓

¢

討

.

(
二

)

<
σ。
ド
O
=
9
Φ
ざ
Q
a
§

§

ミ
器

動
。
ミ

誉

塁

W
α
'一
く
o
「冨
O
¢

(
三
)

デ

ィ

ル

タ

イ

は

し

ば

し

ば

こ

の
構

造

を

音

楽

の

例

に
よ

っ
て

説

明

し

て

い

る
。

く
Gq
=

と

葺
Φ
ざ

Q
軸
』
』

O
ミ

.切口
α
9<
戸

ω
.P
ω
ど

≦

魍ω
.舘

◎

(
四

)

〈
α。
π
O
【穿

o
ざ

Q
舞

吻
ら
ミ

bロ
P
<
層ω
b
N
翼

(
五

)

∪
鐸
匿

ど

O
馬
臼
.
曽

ミ

ゆ
α
■≦

一
響
。。
b
O
刈
鵠
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it faut que nous commencions a mettre en ordre les termes techniques comme la substance, 

1'attribut, le mode, apres cela nous tiendrons compte de son intention de soutenir l'union 

de Fame avec le corps aussi bien que la r6elle distinction entre fame et le corps. Puis 

nous rechercherons ou est ]a signification de la distinction de ]'amour, en examinant les 

diverses distinctions de ]'amour. En dernier lieu, nous considererons la relation entre 

]'amour de soi et celui d'autrui.

           Verzicht auf Sittlichkeit 
-Eine Interpretation des Problems von Herrschaft and 

 Knechtschaft in der Phanomenologie des Geistes-

Ayumi ISHIDA

     Zu Beginn des,,Selbstbewuf3tseinskapitels" der Phanomenologie des Geistes bestimmt 

  Hegel die Struktur des Selbstbewuf3tseins als die wechselseitige Beziehung zwischen 

  dem Ich and dem Anderen, worin eine Bewegung der Anerkennung geschieht. Das ist 

  zunachst eine gleiche, >>horizontale<< Anerkennung. Dieser reine Begriff der Anerkennung 

  aber ist noch nur »fur uns<<. Des weiteren entfaltet Hegel eine andere Anerkennungslehre. 

  Was im Begriff »fur uns<< war, ist nun in der Wirklichkeit *fur ese , fur das Bewuf3tsein 

  selbst; das erortert Hegel im sozialen Kontext, d.h. am Herrschafts-Knechtschafts-

  Verhaltnis. Gerade hier beginntdie zweite Anerkennung, die nicht wechselseitig, ungleich 

  and »vertikal< ist. Am Ende der Herrschafts-Knechtschafts-Lehre versucht Hegel, in 

  der Erfahrung des Bewulltseins die beiden Arten von Anerkennung miteinander zu 

  versohnen and damit eine sittliche, auf eine wahrhafte Anerkennung begrundete 

  Gemeinschaft zu entwerfen; das endet aber in einem Mif3erfolg. In der Phanomenologie 

  des Geistes verzichtet er daher auf die Staatslehre bzw. auf die Suche nach Verwi rklichung 

  des Reichs der Sittlichkeit, obwohl dieser Problembereich eine wichtige Aufgabe seiner 

  Jenaer Zeit war.

Gadamers Kritik an Dilthey

Yasuo ORIHASHI

  In Wahrheit and Methode hat H.-G. Gadamer die traditionelle Hermeneutik von den 

Romantikern his Dilthey scharf kritisiert. Dabei weist Gadamer darauf hin, dal3 Dilthey 

an die romantische Hermeneutik and die historische Schule anknUpft and ihre Theorien

iii



erkenntnistheoretisch zu begrunden sucht, and daf3 die Schwierigkeiten in ihren Theorien 

folglich bei Dilthey eine besondere Scharfe gewinnen. In Gadamers Sicht stehen diese 

Schwierigkeiten besonders in der naturwissenschaftlichen Denkweise, die Dilthey aus 

der romantischen Hermeneutik ubernahm and welcher er schlieBlich nicht entgehen 

konnte. 

  Nach dern Vorbild des wissenschaftlichen Ideals des historischen BewuBtseins zielt 

Dilthey auf das objektive Verstandnis der geschichtlichen Welt and dementsprechend 

auf einen unbefangenen Standpunkt. Indem er die grundsatzliche Gleichartigkeit oder 

Gleichformigkeit des menschlichen Lebens annimmt, sucht er damit die Moglichkeit 

des objektiven Verstandnisses zu begrunden. Dagegen behauptet Gadamer, daB niemand 

seiner eigenen Voreingenommenheit entgehen kann, daB vielmehr gerade in dieser die 

positive Moglichkeit der Geisteswissenschaften besteht. Das objektive Verstandnis aus 
dem unbefangenen Standpunkt, wie Dilthey denkt, sei unmoglich, ja sogar sinnlos, auch 

wenn es moglich ware. Gadamer sieht das wichtigste Moment der geistes-

wissenschaftlichen Erfahrung im Dialog mit dem fremden Anderen and durchschaut 

dadurch die Gefahr, daB Diltheys Annahme der Gleichartigkeit dieses dialektische 

(dialogische) Moment ausschaltet. 

  Anderseits schatzt Gadamer Diltheys Einsicht von dem vor-wissenschaftlichen Wissen 

im Leben and gibt darin Dilthey recht. Aber Gadamer denkt, daB es Dilthey miBlingt, 

diese Einsicht geltend zu machen, indem er der naturwissenschaftlichen Denkweise wie 

Objektivitat and Methode verhaftet ist. Dagegen gestaltet Gadamer den bisherigen 

Verstandnis-Begriff um, der nur auf die objektive Feststellung zielt, and betont den 

Charakter der ,Erfahrung", die im eigentlichen Verstandnis enthalten 1st and im vor-

wissenschaftlichen Wissen immer schon dialektisch mitspielt. Diesen Erfahrungs-

charakter des Verstandnisses stelit Gadamer der ,Wissenschaft" gegenuber; er sieht in 

jenem die Moglichkeit einer neuen Wahrheit and in dieser die Gefahr, die jenem schadet. 
Wahrend Dilthey auf die wissenschaftliche Objektivitat grol3es Gewicht legt and an 

dem Standpunkt der Wissenschaft festhalt, sucht Gadamer, indem er den 

Erfahrungscharakter des Verstandnisses hervorhebt, das geisteswissenschaftliche Wissen 

zur Geltung zu bringen.
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