
デ

ィ

ル
タ

イ

に
於

け

る
客

観

的

精

神

の
概
念

に

つ
い
て

精

神

諸

科

学

の
理

論

的

基

礎

づ

け

と

い
う

課

題

に
生

涯

に
わ

た

っ
て
取

り

組

ん
だ

デ

ィ
ル
タ

イ
は

、
晩
年

に
な

っ
て
、
精

神

諸
科

学

の
対
象

で
あ

る
様

々
な
人

間
精

神

の
所

産

の
総
称

と

し
て
、
「
生

の
客

観
態

0
9
0
互

話
二
〇
昌
畠
o
。
冨

げ
⑰
霧
」
と

い
う

概

念
を
導

入

し
、

し
ば

し
ば

こ
れ
を

「
客
観

的

精
神

」
と

も

言

い
換
え

て

い
る

。
客
観

的
精

神
と

は

、
文
字

通

り

「
客
体

化

さ
れ

た
精

神
的

生
」
を

意

味
し

て

い
る

が
、

デ

ィ

ル
タ

イ
は

、

こ

の
言
葉

を

用

い
る

に
当

た

っ
て

へ
ー
ゲ

ル
の
同

じ
概
念

を
強

く
意

識
し

て
、
へ
ー

ゲ

ル
の
概
念

の
優

れ
た
含

意
を

保
持

し
な

が

ら
も
、
ヘ
ー
ゲ

ル
と

は

異
な

る
新
し

い
内

容
を

そ

こ
に
付
与

し

よ
う
と

す

る

の
で
あ

る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は

次

の

よ
う

に
述

べ
て

い
る

。
「
客

観
的

精
神

は

、
世

界
精
神

の
本
質

に
対

折

橋

康

雄

応

し
た
普

遍
的

な
理

性

に
於

け

る

一
面

的
な

基
礎

づ

け

か
ら
、
そ

し

て
観

念
的

な
構

成

か
ら
も

解
き

放

た
れ

る

こ
と

に
よ

つ
て
、
こ
れ

に

つ

い
て

の
新

し

い
概

念
が

可
能

と

な

る
。
こ

の
概

念

に

は
、
家

族

、

市

民
社

会
、
国
家

、
法

律
と

同

様

に
、
言

語

、
道

徳

、
あ

ら

ゆ
る
種

類

の
生
活

の
形

式

や
様
式

が
含

ま

れ
る

。
そ

し

て
さ

ら

に

へ
ー
ゲ

ル

が
絶
対

的
精

神

と
し

て
客

観
的

精
神

か

ら
区

別

し
た

も

の
、
つ
ま
り

芸

術

や
宗
教

や
哲
学

も
ま

た

こ

の
概

念

に
属

し

て

い
る

の

で
あ

り
、

そ

れ
ど

こ

ろ
か
、
ま

さ

し
く

そ
れ

ら

に
於

い
て

こ
そ
、
創
造

的

な

個

人
が
共

同
性

の
代
現

者

で
あ

る

こ
と

が

示
さ

れ

る
。
そ
し

て
ま

さ

に

そ

れ
ら

の
力

強

い
形

式

に
於

い
て
精

神

は
客
体

化

さ

れ
、
そ

の
客
体

化

さ
れ

た
も

の
の
う

ち

で
認

識

さ
れ

る

の

で
あ

る
」

(≦

=

い
O
ご

。
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デ

イ
ル

タ
イ
は

、
歴
史

的

な
も

の

の

一
切
を

精
神

の
自

己
展

開

の
運

動

に
還
元
し

て
理
性
的

に
構
成

し
よ
う
と

す

る

へ
ー
ゲ

ル

の
立
場

を

退
け

な

が
ら

、
そ

の
客

観
的

精
神

の
概

念

を
拡

張
し

、
へ
ー

ゲ

ル
が

絶

対
的

精
神
と

呼
ん
だ
も

の
を
含

む
人
間

の
精
神

的
所
産

の

一
切
を

包

摂

す

る
も

の

へ
と
改

変

す

る

の
で
あ

る
。

こ

れ
に

よ

っ
て
、
言

語

、
道

徳
、
法
律

、
芸

術
、
宗

教

、
哲

学
と

い

っ
た
人

間

の
精

神
的

所

産

は
、
段
階

的
、
階
層

的

な
も

の
と

し

て
で

は
な
く

、
む

し

ろ
対

等

な
価
値

を
持

つ
も

の
、
一
元
的
な

も

の
と
し

て
理
解

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
が

、
そ

の
結

果
、
精

神

の
段

階
的

発
展

の
頂

点

に
据

え

ら
れ

て

い
た

「
哲

学
」
も
ま

た

、
真

理
を
統

括
す

る
と

い
う
特

権

的
な

地

位
を

奪

わ
れ

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る

。

こ
う

し

た
新

し

い
客
観

的

精
神

の
概
念

に
は

、
彼

が
生

涯

に
わ

た

っ
て
考

察
を

進
め

て
き

た
新

し

い
哲
学

の
構
想

が
反
映

さ
れ

て

い

る
。
こ

の
概
念

は

、
晩
年

に
な

っ
て
前

面

に
押

し
出

さ
れ

る

こ
と
と

な

っ
た
彼

の
解
釈

学
的

な
哲

学

の
構

想
と

と
り
わ

け
密
接

に
関
わ

つ

て

い
る

が
、
そ

こ

に
は

さ
ら

に
、
早

い
時
期

か

ら

デ
ィ

ル
タ
イ

が
取

り

組

ん
で
き
た
人

間

の
文
化

的
創
造

力

の
問
題
を

め
ぐ
る

研
究

の
成

果

も
ま

た
合

流

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
以

下
で

は
、
ま

ず

こ

の
客
観

的
精

神

の
概
念

の
改

変

が
、
彼

の
晩

年

の
解

釈
学

的

な
哲
学

の
構

想

と

ど

の
よ
う

に
関

わ

っ
て

い
る

の
か

を

示

し
、

次

い
で
、

さ

ら

に

潮

っ
て
、
芸
術

が
世

界
観

形
成

に
果
た

す
創

造
的

な
役

割

を
め

ぐ

る

彼

の
考

え

方
を

辿
り

な
が

ら
、
そ

れ
が

ど

の
よ
う

に
晩

年

の
解
釈

学

的

な
構

想

へ
と

発
展
的

に
結

び

つ

い
て
ゆ
く

の
か
を
検

証
す

る

こ
と

に

し
よ
う

。
そ
う

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
彼

の
新

し

い
哲
学

の
構

想

の
中

で

、

こ

の
客

観

的
精

神

の
概
念

が

い
か

な

る
意

図

や
役

割
を

持

つ
て

い
た

の
か
が

一
層

明

瞭

に
な

る
と

考

え

ら

れ
る

か

ら

で
あ

る
(1デ

ィ

ル
タ
イ

の
新

し

い
客
観

的
精

神

の
概
念

か

ら
帰
結
す

る
決
定

的

な
点

は
、

人

間
精

神

の
様

々
な

所
産

が

一
律

に

「
生

の
外

化
」
、

も

し
く

は

「
表

現

」
と

い
う

局

面

か
ら

捉
え

ら
れ

る

と

い
う

こ
と

に

あ

っ
た

。
「
表

現
」
は
、
人

間
精

神

と

い
う

内

的

な
も

の
の
外
化

で

あ

り

、
常

に
人

間

の
内

面
と

外

面
と

の

関
係

を
包

含

し

て

い
る

が
故

に
、
外
的

な
も

の
を
通

じ

て
内

的

な
も

の

の

「
理
解

」
を

可
能

な
ら

し
め

る

。
「
心

的
生

が
、
既

に
感

性

的

に
与

え

ら

れ

て

い
る
そ

の
心

的

生

の
外
化

か

ら
認
識

へ
と

到
達

す

る
過

程

の

こ
と
を

、
我

々
は

理
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解

と
呼

ぶ

の
で
あ

る
」
2

い
ω
P
)。
理

解

に
於

い
て
は

、
理

解
す

る
主

体

と
理
解

さ
れ

る
客
体
と

が
と

も

に
人
間

の
心

的

生

で
あ
り
、
従

っ

て
理
解

は
常

に
自

己
認

識
と

い
う
性

格

を
帯

び
て

い
る
。
「
理
解

は
、

汝

に
於
け

る
我

の
再
発

見

で
あ

る
。
精

神

は
、
ま

す

ま

す
高

い
段

階

の
連

関

に
於

い
て
自

己

を
再

発
見

し

て

ゆ
く
」
2
ロ
一
〇
一)。
こ

こ
に

へ
ー
ゲ

ル
と

の
親

近
性

を
見

る

こ
と

は
容
易

だ

が
、
し
か

し

こ
こ
で

理
解

の
対

象
と

な

る
の
は
、
人
間

精
神

が

こ
れ
ま

で

の
歴
史

の
中

で

生

み
出

し

て
き

た
所

産

の
す

べ
て

で
あ
り

、
デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
ラ

ン

ケ
を

は
じ

め
と
す

る
ド
イ

ツ
歴
史
学
派

と
歴
史

的
意

識

の
立

場
を
共

有

し
な

が

ら
、
へ
ー
ゲ

ル

の
場

合
よ
り

も

は
る

か

に
広

い
射

程

を

こ

の

「
理
解

」
に
与
え

よ
う

と
す

る

。
そ

し

て
何

よ
り
も

デ

ィ
ル
タ

イ

は
、
歴

史
を

理
解
す

る
人

間
も

ま

た
歴
史

の
う

ち

に
あ

っ
て
歴
史
的

に
制

約

を

受

け

た
人

間

で

あ

る
と

い
う

立

場
を

堅
持

し

て

い
た

。

「
こ

の
客

観
的

精
神

に
於

い
て

は
、
歴

史

の
大

い
な

る
全

体
的

な
力

が
形

成

さ

れ

て
き

た

場

で
あ

る
諸

々
の
過

去

が

、
現

在

の
も

の
と

な

っ
て

い
る
。
個

人
は

、
自

ら

の
う
ち

に
織

り

込
ま

れ

た
諸

々

の
共

同
性

の
担

い
手

や
代

現
者
と

し

て
、
そ
れ
ら

の
共

同
性

が
成

立
し

て

き

た
歴

史

を
享
受

し

た
り

、
把
握

し

た
り

す

る
。
個

人

が
歴

史
を

理

解

す

る

の
は

、
彼

自

身

が
歴

史

的

な
存

在

だ

か

ら

で
あ

る
」

(<
目

一
い
一
)。
さ

ら

に
彼

は
、
客
観

的

精
神

の
み

な
ら

ず
、
人

間

の
行

為

も

ま
た

心
的

生

の
表

現
と

し

て
捉

え

よ
う

と
す

る

の
で
あ
り

、
こ

の
こ

と

に
よ

っ
て
、
歴
史

的
世

界

の

一
切

の
事

象

は
、
テ

キ

ス
ト

の
如

く

に
理
解

さ

れ

る

べ
き

「
表
現

」
と

な
り

、
歴
史

一
般

も
ま

た

へ
ー
ゲ

ル
と

は
異

な

っ
た
意

味

で

「
精
神

史

」
と

い
う

性

格
を

帯

び

る

こ
と

ハ

ロ

ソ

に
な

る

の
で
あ

る

。

既

に

こ

の
よ
う

に
歴

史
的

世

界

の
あ

ら

ゆ
る
事

象

を

「
表

現

」
と

し

て
理

解

し

よ
う

と
す

る
立

場

は

、

「
解

釈

学

」

と

い
う

周

知

の

デ

ィ
ル
タ

イ

の
新

し

い
哲

学

の
方
法

を
示

唆

し

て

い
る
。
彼

は

へ
ー

ゲ

ル
の
考
え

た

よ
う

な
哲

学

の
特
権

的
地

位
を

否

認
し

た

が
、
こ

の

こ
と

は
も

ち

ろ
ん
哲

学

の
軽
視

を
意

味
す

る
も

の
で

は
な

い
。
む
し

ろ
彼

は

、
従

来

の
形

而

上
学

的

な

哲
学

の
伝

統

か

ら
哲

学

を
解

放

し
、
哲
学

に
新

し

い
意
味

と
役

割
を

与
え

よ
う

と
意

図
し

た

の
で
あ

り
、

こ
う

し

た
彼

の
意

図
は

、
ま
ず

何

よ

り
も

彼

自
身

の
哲
学

的

、

歴
史

的

な
自

己
認

識

と

密
接

に
関
係

し

て

い
た

。

一
九
世

紀

の
後

半

、
実

証
主

義

的
な

経
験

科
学

が
興
隆

を

迎
え

、
従

来

の
哲

学
が

自

ら

の
意
味

と
役

割

を
見

失

つ
て

し
ま

っ
た
時

代

に
あ

っ
て
は

、
哲

学

が
自

ら

の
位

置
を

確
保

す

る
に

は
、
ま

ず
哲

学

が
経

験
科

学

と

の
健

全

な
関
係

を
構
築

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
と

い
う

こ
と

が
時
代

の
要
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請

で
あ
り

、
そ
の
た

め

に
従
来

と
は

異
な

っ
た
新

し

い
哲

学

の
概
念

が
必
要

で
あ

る
こ
と

を
デ

ィ
ル
タ
イ

は
強
く
意

識
し

て

い
た

の

で
あ

　
　
こる

。
そ

の
点

で
彼
は

、

一
九
世
紀

後

半

の
実

証

主
義

者

達
、
或

い
は

歴
史
学

派

の
歴

史
学
者

達
と

反
形
而

上
学
的

な
意
識
を

共
有

し

て

い

た

が
、
同
時

に
そ

の
関

心

は
大
き

く
人

間
学

的

な
方
向

へ
と
傾

い
て

お
り

、
経

験
科

学

の
中

で
も
と

り
わ

け
歴
史

学
を

重
視

し

た

こ
と

に

よ

っ
て
、
彼

の
哲

学

は
、
実

証
主

義

と

は
明

ら
か

に
異

な

っ
た
独

自

の
性

格

を
帯

び

る

こ
と
と

な

っ
た
。
彼

は
、
ド

イ

ツ

・
ロ

マ
ン
主
義

の
歴
史

的

研
究

や
、
そ

の
後

を
承

け

て
同
じ

く
ド

イ

ツ
の
歴
史

学
派

が
確

立

し

た

「
歴

史
学

」
の
豊

か

な
成
果

を
高

く

評
価

し

た
が

、
そ

れ

は
、
歴

史
的

研
究

が
提

示
し

て
く

れ
る
多

様

な
人

間

や
社
会

の
在

り
方

が

、
単

な

る
自
然

的
法

則

に
還

元

さ
れ
な

い
、
常

に
創

造

的

に

新

し

い
も

の
を

表
現

し

、
進
展

を
遂

げ

て
ゆ
く

人
間

独
自

の
本

性
を

理
解

す

る
た
め

に
き

わ
め

て
有
効

で
あ
る
と
考

え

ら
れ
た
か

ら

に
他

な

ら
な

い
。
歴
史
的

研
究

が
対

象
と

す

る
様

々
な
人

間

の
行
為

や
文

化

的
所

産

は
、
人
間

本

性

を
理
解

す

る
た

め

の

「
器

官

O
「σq
自。
昌
o
昌
」

と

し

て
働

く

の
で
あ

り
、
そ
う

し

た
研
究

を

理
論

的

に
基

礎
づ

け

、

ま

た

そ

の
成

果
を

利
用

し
な

が
ら

、
人
間

本
性

の
全

体
的

把
握

を

目

指

す

こ
と
が
新

し

い
哲

学

の
課

題
と

な

る
。
既

に
若

い
頃

に

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
解
釈

学

の
研
究

に
携
わ

り

、
解
釈

学

の
伝

統

に

も

深

い
関

心
を

寄

せ

て

い
た

デ

ィ
ル
タ

イ
は

、
晩

年

に
な

つ
て
あ

ら

た

め

て
解

釈
学

を

取
り

上
げ

、
そ

の
哲

学

の
中
心

的
方

法

の
位

置

に

据

え

た

の
だ

っ
た
。
彼

の
解
釈

学

的

な
哲

学
は

、
一
方

で
は

解
釈

学

理

論

と

し

て
、

歴

史

学
を

は

じ

め
と

す

る
精

神

諸

科
学

を

基

礎

づ

け

、
歴
史

的

研

究

の
正
当

性
を

理

論
的

に
擁
護

す

る
と

同

時

に
、
他

方

で
は

、

言
語

文
献

や
そ

の
著

者

の
理
解

と

い
う

従
来

の
解

釈
学

の
役

割

を
超

え

て
、
あ

ら
ゆ

る
人

間
的
-
歴

史

的

世
界

の
表

現
を

通

じ

て
の
全
体

的
な
人

間
本
性

の
把

握
を
目

指
す

と

い
う

役
割

を

担
う

こ
と

に

な

る

の
で
あ

る

。

そ

し

て
デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
と
り
わ

け
自

ら

の
歴

史

的
境

位

を
も

規

定

し

て

い
る
ド
イ

ツ
観
念
論

や

ロ

マ
ン
主

義

の
様

々
な
精
神

的
遺

産

に

つ
い
て
そ

の
研
究

を
続

行

し
た

の
だ

っ
た

。
後

に
弟

子

の

ヘ
ル

マ

ン

・
ノ

ー

ル

に
よ

っ
て

「
ド

イ

ツ
運
動

」
と

定

式

化

さ
れ

た

こ

の
文

学

的
哲

学

的

運
動

の
数

々
の
遺

産

の
中

に
、
デ
ィ

ル
タ
イ

は

数
多

く

の
価
値

あ

る
も

の
を
認

め
、
そ

れ
を

継

承
す

る
必
要

が
あ

る

と
感

じ

ロ
の

セ

て

い
た

。

ま

た
そ

れ

ら

の
遺
産

の
中

に

は
、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の

「
解
釈

学

」
や

へ
ー

ゲ

ル

の

「
客

観

的

精
神

」
の
概

念

も
含

ま

れ

て

い
た

の

で
あ

る
。
そ
れ
ら

の
思

想

に
含
ま

れ
る
重

要

な
洞

察
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は
、
い
わ

ゆ
る
ド

イ

ツ
運
動

の
形
而

上
学

的

な
諸
前

提

と
密

接

に
結

び

つ

い
て

い
た

が
、
デ

ィ
ル
タ
イ

は

こ
の
両

者
を

い

っ
た
ん

切
り

離

し
、

一
方

の
有
効

な
哲

学

的

洞
察

を

自

ら

の
哲

学

の
方

法

の
構

築

に
、
ま

た
、
他

方

の
形

而
上

学
的

側
面

の
背
後

に
あ

る

世
界

観
を

人

間
本
性

の
理
解

の
た

め
の
手
段
と

し

て
利
用
す

る
と

い
う

戦
略

を
取

る
。
こ

こ
か
ら
彼

の
晩

年

の
大
き

な

二

つ
の
研
究

テ
ー

マ
で
あ

る
解

釈
学

理
論

の
研
究
と

ド
イ

ツ
精
神

史

の
研
究
と

が
分
岐

し

て
ゆ
く

こ

と

に
な

る

が
、

こ
れ
ら

両
者

の
研
究

方
向

は
な

お
密

接

に

関
わ

り

合

っ
て
お
り

、
彼

は
、
両
者

の
結

合

の
中

か

ら
、
人
間

本
性

を
全

体

と

し

て
理
解

す

る
と

い
う

哲

学

的
課

題

を

果
た

そ
う

と

し

た

の

で

あ

つ
た
。

と

こ
ろ

で
、
デ

ィ
ル

タ
イ
が

こ

の
ド
イ

ツ
運
動

の
様

々
な

遺

産
を

主

題
的

に
取
り

上
げ

た

こ
と

に
は
、
既

に
彼

特
有

の
或

る
志

向

が
反

映

さ
れ

て

い
る
。
こ

の
運

動

は
強

い
宗

教

的
意

識
を
背

景

に
し

た
文

学

的

、
哲

学

的
運
動

で
あ

り

、
こ

こ
か

ら
芸
術

、
宗

教

、
哲

学

の
重

視

と

い
う

そ

の
独
特

の
志

向
が

際
立

つ
て
く

る

の
で
あ

る
。
彼

の
哲

学

が

、
あ

ら

ゆ
る
人
間

的
-
歴

史
的

世

界

の
表
現

を
研

究

の
対

象
と

し

て

い
る

に
し

て
も
、
彼

が
と

り
わ

け
関

心
を

持

っ
て
取

り
上

げ
よ

う
と

し

た

の
は
、
芸
術

、
宗

教
、
哲

学
と

い

っ
た

「
高

次

の
段

階

の

表

現
」

で
あ

つ
た

。
彼

は

、

へ
ー

ゲ

ル

の
よ

う

に
、

芸
術

、
宗

教

、

哲

学
を
絶

対
的

精
神

に
数
え

て
精
神

の
よ

り
高
度

の
発

展
段

階

に
位

置

づ

け

る
こ
と

は

せ
ず

、
む

し

ろ
そ
れ

ら
を

、
種

々

の
客
観

的

精
神

の
中

で
も

優

れ

て
創
造

的

な
役
割
を

担
う

も

の
と

し

て
際
立

た
せ

よ

う

と
す

る
。
そ

れ
ら

の
高

次

の
表

現

は
、
「
世

界
と

人

生

の
謎

に
対

す

る
内

的

な

関
係

」
(<
ω
ひ
刈
)
を
共

有

し

、
ま

さ

に

そ
う

し

た
謎

に

対

し

て
各

々
の
全

体

的
な

見
方

、
つ
ま

り

「
人

生
観

」
や

「
世
界

観

」

を

他

の
表
現

以

上

に
明
確

に
提

示
す

る

こ
と

が

で
き

る
。
そ

し

て
ま

た

そ

れ

ら
は

、

人

々
の
合

議

に

よ

っ
て
形

成

さ

れ

る
と

い
う

以

上

に
、
個
人

の
天
才

に
負

う

と

こ

ろ
が
大

き

い
点

か

ら

し

て
も
、
き

わ

め

て
自

由

か

つ
個
性

的

に
独
創

性

を

発
揮

で
き

る
場

面

な

の
で
あ

る
。
彼

が

こ
れ

ら

の
高

次

の
表

現

を
重

視

し

た

の
は
、
と

り

わ
け

こ

の
新

し

い
世

界

観
を

開
示

す

る
豊

か
な
創

造

性

の
故

で
あ

り
、
ド

イ

ツ
運
動

に
於

い
て

は
、
ま

さ

に

こ
れ
ら

の
表

現
が

際
立

っ
た
仕

方

で

新

し

い
世
界

観

を
開

示

し
、
そ

の
大

き

な
精

神
的

運
動

を

惹
起

す

る

原
動

力

と
な

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、
こ

こ

で
は
伝

統
的

な

哲
学

、
す

な
わ

ち
形

而

上

学

で
さ

え

も

、

も

は

や
そ

の
真

理

性

と

い
う

観
点

か
ら

見

ら

れ

て

は

い
な

い
。
前

述

の
通

り
、
伝

統

的

な
形

而

上
学

は
、
当

時
既

に
全

く
そ

の
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信
頼

を

喪
失

し

て

い
た

し
、
デ

ィ

ル
タ
イ
も
ま

た
形

而

上
学

と
し

て

の
哲

学

を

認
め

る

こ
と

は

で
き

な
か

っ
た

。
し

か

し
そ

の

一
方

で
、

彼

は
形
而

上
学
的

な
意
識

が
人

間
に
と

っ
て
不
滅

の
も

の

で
あ

る
こ

と

を
認

め

、
過
去

の
様

々
な
形

而

上
学

的
体

系

の
研

究
を

通

じ

て
、

そ

れ
が
生

じ

て
く

る
源
泉

へ
と

遡

及
し

よ
う
と

試

み
た

の
で
あ

る
。

形
而

上
学

は
、
実
証

主
義

者

が
考
え

た

よ
う
な

単

な
る

思
考

の
遊
び

で
は
な

く
、
人

間

の
奥
底

に

あ
る
形

而
上

学
的

意
識

へ
と

遡

及
す

る

重
要

な

通
路

で
あ

る
。
「
〔
フ
リ

ー
ド

リ
ヒ

・
ア
ル

ベ

ル
ト

・
〕
ラ

ン

ゲ

が
言

つ
た
よ
う

に
、
形

而

上
学

は
創

り
ご

と

な

の
で

は
な
く

、
そ

れ
は

、
形

而
上

学
的
意

識

を
概

念
的

な

シ

ン
ボ

ル

の
中

で
表
現

し
た

も

の
な

の

で
あ

る
」
(<
口
轟
O
刈
)。
彼

は

、
既

に
信

頼
を

喪

失

し

て

い

た
従

来

の
形

而
上

学

か
ら

、
そ

の

「
真

理
」
を
統

括
す

る
と

い
う
特

権

的

な
役
割

を
奪

う

代
わ

り

に
、
そ
う
し

た
形
而

上

学

の
う
ち

に
意

　
ヘ

ロ

味
深

い
人
間

精
神

の

「
表

現
」
を

見

よ
う

と

し
た

の
だ

っ
た

。
そ

し

て

こ
の
よ
う

に
形
而

上
学
的

意
識

の
源
泉

を

そ

の
表

現
を
通

じ

て
超

越
論
的

に
探

ろ
う

と

す

る
試
み

を
、
過
去

の
哲
学

を
対

象
と

し
て
扱

う

新

し

い
哲

学

と

い
う

意

味

で
、

彼

は

「
哲

学

の
哲

学

」
(
<
≡

8

ひ
hn
.F
p
)
と
も

呼

ぶ

の
で
あ

る

。

こ

の
よ
う

に
彼

は
、
形
而

上

学

の
表

現

の
う

ち

に

は
、
人

間

と
世

界

と

の
関

わ
り

か

ら
生
ず

る
数

多
く

の
洞
察

、
前

科

学
的

な

知
と

も

呼

べ
る

よ
う

な

洞
察

が
数

多
く

含
ま

れ

て

い
る
と

考

え

た
。
そ
し

て

そ

う

し
た

世
界

観
的

な
前

科
学

的
知

は

、
芸
術

や
宗

教

の
中

に
も

ま

た

数

限

り

な
く

含

ま

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

が

彼

の
確

信

で
あ

っ

た

。
彼

は

、
常

に
芸
術

、
宗

教
、
哲

学

の
う

ち

に

共
通

す

る

も

の

や

一
種

の
連
続

性

を
見

て

お
り
、
決
し

て
そ
れ

ら
を

異

な

る
ジ

ャ
ン

ル

と

し

て
峻

別
し

よ
う

と

は
し
な

い
。
そ

れ
ら

の
表

現

に
含

ま

れ
る
知

は

、
唯

一
絶
対

的

な
真

理

で

は
な

い
が

、
他

と

の
並
立

を

許

す
よ

う

な

人
間
的

な
知

や
洞

察
と

し
て
学
問

的

に
仕
上
げ

る

こ
と

が
可
能

で

あ

り
、
デ

ィ
ル

タ
イ

は
、
そ
れ

ら
か

ら
人

間

本
性

の
理

解

に
対

す

る

重

要

な
貢

献
を

期

待
す

る

の

で
あ

る
。

H晩

年

の
デ

ィ
ル

タ
イ

が

「
客
観

的
精

神

」
と

い
う

概

念
を

導

入

し

た

こ
と

に
よ

つ
て
、
「
表
現

」
に
定

位

し
た

そ

の
志

向

が

一
層

は

っ

き

り

と

認

め

ら
れ

る

こ
と

に
な

つ
た

に
し

て
も

、
彼

の
研

究

は
、
既

に
非

常

に
早

い
時

期

か
ら

こ
う

し
た
方

向

を

示
唆

し

て

い
た

。
一
八

六
七
年

、
バ

ー
ゼ

ル
大

学
教

授

に
就

任

し

た
際

の
講
演

『
一
七

七
〇
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年

か
ら

一
八
○

○
年

に

至

る
ド
イ

ツ
の
文

学
的

哲
学

的
運

動
』

(以

下
、

『
バ
ー

ゼ

ル
講
演

』

と
略

記
)

に
於

い
て
、

デ

ィ

ル
タ

イ

は
、

レ

ッ
シ

ン
グ

か

ら
ゲ

ー

テ
、
カ

ン
ト

を
経

て
、
へ
ー
ゲ

ル
や
シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー

に
至

る

「
ド
イ

ツ
の
文

学

的
、

哲
学

的

運
動

」
、

つ
ま
り

前

述

の

い
わ

ゆ
る

「
ド
イ

ツ
運
動
」
を

取
り

上

げ
、
ド

イ

ツ

の
新
し

い
文
学

の
活

動

と
、
カ

ン
ト

や
ド
イ

ツ
観
念

論

の
哲
学

が

共

働

し

て
新

し

い
世
界

観

を
形
成

し

、
堅

固
な
も

の
に
し

て

ゆ
く

過
程

を

概
述

し

て

い
る
。
こ

の
時
期

、
新

カ

ン
ト

主
義

に
代
表

さ

れ
る

カ

ン
ト
復

興

の
風

潮

に
与

し
て

い
た
彼

は
、
そ

こ
で
次

の
よ

う

に
言

明

し

て

い
る

。
「
哲

学

は
、

へ
ー

ゲ

ル
、

シ

ェ
リ

ン
グ
、

フ
ィ

ヒ

テ
を

超

え

て
、
カ

ン
ト

に
立

ち

還
る

べ
き

で
あ

る

。
し

か
し

こ

れ
ら

の
思

想

家

達

の
傍

ら
を
黙

っ
て
通

り
過

ぎ

て

は
な

ら
な

い
。

・
:

ほ
と

ん
ど
半

世
紀

も

の
間
、
何

に
も
ま

し

て
我

々
国
民

の
教
養

と

学
問

的

精

神

を
支

配

し

て
き

た

の

は
、
彼

ら

で
あ

っ
た

。
〔
し
か

し
〕

こ

の

国

の
国
民

は
、
自

ら
自
身

に
敬

意

を
払

わ
ず

、
そ

の
思
想

世

界
を

全

く

無

内
容

な
も

の
と

見
倣

し

て
し

ま

っ
た

の

で
あ

る
。

…

歴

史

的

な

研
究

が
私

に
与

え

て
く

れ

る
よ
う

に

思
わ

れ

る

の
は
、
〔哲

学

的

〕
諸

体
系

に

つ
い
て
、
そ

の
論
理

的

ー
形

而

上
学

的
基

礎

づ
け

は

率

直

に
、
無

条
件

に
放
棄

せ
ざ

る
を

得

な

い
に

し

て
も
、
そ

れ
ら
体

系

の
普

遍
的

な
意

味

が

真

に

評

価

さ

れ

る

よ

う

な
観

点

で

あ

る

。

我

々
が
把

握

し
よ
う

と

す

る

の
は
、
そ
れ

ら

の
体
系

を

め
ぐ

っ
て

こ

の
国

を

そ
れ

ほ
ど

に
力

強
く

、
し

か
も

正
当

に
動

か
し

て

い
た
も

の

が
何

か

と

い
う

こ
と

な

の

で
あ

る
」
(ぐ

一3
、
こ

の
講
演

で
デ

ィ

ル

タ
イ

は
、
ド
イ

ツ
観

念
論

の
形

而

上
学

的
な

体
系

が
既

に

そ

の
信

頼

を

完
全

に
失

っ
て

い
る

こ
と
を

十
分

に
意
識

し

な
が

ら
も

、
敢

え

て

こ

の
形

而

上
学
を

根
底

で
支

え

て

い
る
精

神

的

運
動

と
、
こ
の
運

動

の
中

で
新

た

に
形
成

さ
れ

た

「
世
界

観

」
に
着

目

し

よ
う

と
す

る
自

ら

の
立

場
を

は

っ
き
り

と
言

明

し

て

い
る
。
こ

こ
に

言
明

さ

れ
た
事

柄

は
、
彼

の
生

涯

に
わ

た

る
哲

学
的

思
索

の
方

向
性

を

予

示

し
、
そ

の
全

思
索

に
対
す

る
序
論

を
な

す
も

の
で
あ

る
と

言

っ
て

よ

い
だ

ろ

、つ
Dし

か
し

こ

の
講
演

の
中

で
、
新

た

に
形
成

さ

れ

た
世

界
観

の
中
心

的

な

担

い
手

と

し

て
描
か

れ

て

い
る

の

は
、
哲

学

者

達

よ
り

も

、
偉

大

な

文
学

者

達

で
あ

っ
た

。

「
こ
の
人

生

観

や

世
界

観

の
時

代

は
、

我

々
の
作
家

達

の
偉
大

な
創

造

物

に
よ

つ
て
形

成
さ

れ

た
。
す
な

わ

ち

そ

れ

ら

の
創

造

物

は
、
そ

の
内
容

か
ら

し

て
、
ち

ょ
う

ど

一
つ
の

新

し

い
哲

学

の
よ

う

に
働

く

の

で
あ

る

。
作

家

達
自

身

は

、
こ
れ

ら

の
創

造

物

の
直
観

的
な

叙
述

か

ら
、
学
問

的

研
究

に

於

い
て

そ
れ

ら
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を

基
礎

づ

け

る
こ
と

へ
と

歩

み
出

し

た
。
そ
し

て
今

度
は

、
シ

ェ
リ

ン
グ

や

へ
ー
ゲ

ル
や

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー

の
諸

体
系

が
現
わ

れ

る
が

、
そ

れ

ら
は
、
レ

ッ
シ

ン
グ
や

シ

ラ
ー
や

ゲ

ー

テ
に
よ

っ
て
完

成

さ
れ

た

こ

の
人

生
観

や
世
界

観

を
も

っ
ぱ

ら
論
理

的
、
形
而

上
学

的

に
基

礎
づ

け

て
成

就

し
た
も

の
な

の
で
あ

る
。
我

々
の
思
弁

的
思

想

家
達

に

つ

い
て
、
そ

の
時

代
を
力

強

く
、
絶
え

間

な
く

捉
え

て

い

た
も

の

は
、
こ
う
し

た
世

界
観

で
あ

っ
て
、
そ

の
形

而

上
学

的

-
論

理
的

な
基
礎

づ

け

で
は

な

い
」
(<

脇
h
し
。

こ

の

い
わ

ゆ
る

「
ド
イ

ツ
運
動

」
で
は

、
文

学
と

哲
学

と

が
密

接
な

関
係

を
保

ち

な

が
ら
大

き

な

世
界

観
を

展

開
し

て

ゆ
く

が
、
デ

ィ
ル
タ

イ
は

、
こ
の
運

動

に

於

い
て
新
し

い
世

界
観

を
形
成

す

る
働
き

を
主

に
文

学

に
、
ま

た

こ

の
世

界
観

を
概

念
的

に
基

礎

づ
け

、
体
系

化

し

、
強

固
な

も

の
に
す

る
働
き

を

哲
学

に
帰

し

て

い
る
。
こ

の
時
期

の
デ

ィ
ル

タ
イ

は
、
な

お
実

証
主

義

の
強

い
影
響

下

に
あ

っ
て
、
後

の
時

代

と
比

べ
て
も

、

よ
り
強

固
な

反
形

而
上

学
的
態

度
を

貫

い
て
お

り
、
形
而

上
学

そ

の

も

の
に
対
す

る
評

価
も

厳
し

い
も

の
が
あ

っ
た

。
つ
ま
り

結
局

の
と

こ

ろ
、
こ

の
時

期

の
彼

は
、
哲

学
的

諸

体
系

の
世

界
観

的

内
容

を
体

系

形

式

か
ら
分

離

し
、
そ

の
体
系

の
方

は
、
一
般

に
そ

れ
が
時

代

遅

れ
と

見
倣
さ

れ
て

い
た
通

り

に
単

に
時
代
的

な
も

の
と
し

て
凋
落
す

る

に
ま

か

せ

、

世
界

観
的

内

容

の
方

は
文

学
者

達

の
功

績

に
数

え

て
、
哲

学
者

達

は
文
学

者

か
ら

そ

の
内

容

を
分

与

さ

れ

る
に
過

ぎ
な

　さ

い
と
考

え

た

の

で
あ

っ
た

。

形

而

上
学

に
対

す

る
評

価

が

な

お

一
面
的

で
あ

る

に

し

て
も

、

デ

イ

ル
タ
イ

が
、
既

に
こ

の
時
点

に
於

い
て

そ
う

し
た

形

而
上

学

の

根
底

に
あ
る

世
界

観
的

な
も

の
に
注

目
し

、
文

学

に

そ

の
世

界

観
を

開
示

す

る
能
力

を

見

て

い
た

こ
と

は
明

ら

か

で
あ

る

。
そ

し

て
ま
た

彼

は
、
ゲ

ー

テ

の
よ
う

な
天

才

の
直

観

が
、
単

な

る
文

学
的

創

造

に

留

ま

る

の
で
は

な
く
、
そ

れ
を

基
盤

に
し

て
種

々
の
学

問
的

な

研
究

へ
と
導

か

れ

て
ゆ
く

歴
史

的

な
過

程

に

つ

い
て
も

語

っ
て

い
た

(<

P
恥
)
。
デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
自

ら
が

描

い
た

こ

の
ド

イ

ツ

の
精

神
的

運

動

が
、
単

に
過

去

の

一
時

代

を
画

す

だ

け

で
な

く
、
さ

ら

に
彼

の
時

代

の
経
験

科
学

に
於

い
て
堅
固

な
学
問

的
知

識
と

し

て
完

成

さ
れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
を

意
識

し

て

い
た

の
で
あ
り

、
そ

の

意

味

で

こ

の
精

神

運
動

は
ま

だ
終

わ

っ
て
は

お
ら
ず

、
そ

れ
を
豊

か

な
学

問
的

成
果

へ
と
結
実

さ
せ

る

こ
と

が
彼

の
世

代
全

体

の
課

題

で

あ

る
こ

と
を

、
彼

は
こ

の
講
演

に
於

い
て
明

瞭

に
語

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。

芸
術

に
於

け

る
世
界
観

開

示

の
能
力

と

い
う

問

題

は
、
こ

の
後

も
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幾
度
も
取
り

上
げ
ら
れ
る

こ
と

に
な
る
が
、
先

の

『
バ
ー
ゼ

ル
講

演
』

か

ら

お
よ

そ

二
〇
年

を
経

た

一
八
八
七
年

に
発

表

さ

れ
た
論

文

『
詩

人

の
構

想
力

-
詩

学

へ
の
礎
石
』

(以

下

『
詩
学

』
と

略

記
)
で
は

、

ま

さ
に

こ

の
問

題

が
主

題
的

に

取
り
上

げ

ら
れ

て

い
る

。
こ

の
論
文

で

デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
文

学

的

(芸

術
的

)
天
才

の
創

造

行
為

に
於
け

る
心

的

過
程

を

「
心
理

学
的

に
」
探
求

す

る
と

い
う

試

み
を

行

な

っ

た
。
し
か

し

こ

の

『
詩

学
』
論
文

の
射
程

は

、
芸
術

的

創
造

と

い
う

狭

い
範

囲

に
限

ら
れ

る
も

の
で

は
な
く

、
さ
ら

に
広
範

に
人

間

の
生

み
出
す

歴
史
的

所
産
全
般

の
創
造

に
ま

で
及
ぶ
も

の
と
考

え

ら
れ

て

い
る

。
「
詩
学

に
よ

っ
て
、
歴

史
的

所

産

に
於

け

る
心

理
学

的
過

程

の
作

用

が

、
特

に
正

確

に
解

明

さ

れ

る

と

い
う

期

待

が
生

ず

る

」

(≦

一
〇
〇
)。

つ
ま

り
詩

学

は
、
人
間

的
生

の
創

造

性

一
般

に
於

け

る

心

理
的

過
程

を
解

明
す

る
と

い
う
課

題
を
も

負

っ
て
お
り

、
む
し

ろ

芸
術

は
、
こ

の
創

造

性
が

優

れ

て
観

察

さ
れ

る
場

面

な

の
で
あ

る
。

既

に

『
精
神

科

学

へ
の
序

説
』

(
一
八

八
三
年

)

で

は
、
芸

術

の
領

域

が
他

の
歴
史

的
所

産

の
領
域

に
比

べ

て
、
社
会

の
外

的
組

織

と

の

緊
張

が

少

な
く

、
相
対

的

に
自
由

で
あ

る
た

め

に
、
そ

の
創

造

性
を

発
揮

す

る

の
が
容
易

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

指
摘

さ

れ

て

い
た

が
、

さ

ら

に

『
詩

学
』

に
於

い
て
も
次

の

よ
う

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

「
も

し

か

す

る
と
詩

学

は

、
こ
う

し
た

精
神

科

学

の
根

本
事

実

や

自

由
な

人
間

本
性

の
歴
史

性

を
研

究
す

る

こ
と

に
関

し

て
は

、
宗

教

や

道
徳
等

々
の
理
論

に
対

し

て
大

き
な

優
位
を

保

っ
て

い
る
か
も

し

れ

な

い
。
学

問

の
領

域
を

除

け

ば
、

〔人

間

の
心

理

的
過

程

の
〕

所
産

が

こ

れ

ほ
ど

完

全

に
保

存

さ

れ

て

い
る
領

域

は

な

い

の

で
あ

る
」

(≦

一
〇
〇。
)。

デ

ィ
ル

タ
イ

の
関
心

は
、
人

間
と

世

界
と

の
関

わ
り

か

ら
生

じ

て
く

る
前
科

学

的
な
知

や
、
そ
れ

に
基

づ

い

て
世

界

を
全

体

と

し

て
意
味

づ
け

て
ゆ
く

世
界
観

と

い

っ
た
も

の
が

如
何

に
し

て
形

成

さ
れ

る

の
か

と

い
う

点

に
あ

っ
た
。
そ
し

て
新

し

い
世

界
観

が

最

も
自

由

に
形

成

さ
れ

、
天
才

が

そ

の
創
造

的
能

力

を

い
か

ん
な

く

発

揮

で
き

る

場
面

が

芸
術

だ

つ
た

の
で
あ

る

。
彼

に
と

っ
て
、
天

才

と

は
、
普

通

の
人

々
と

次

元

の
異

な

る
特

殊
な

人
種

な

の
で

は
な

く

、

人
間

に

共
通

す

る
創
造

性

を
き

わ
め

て
力

強
く

発
揮

で
き

る

「
完
全

な
入

間

」
(≦

O
轟
)
で
あ

つ
た

。

こ

の

『詩

学

』

論

文

で
は

、
後

に
さ

ら

に
詳

細

な

規
定

を

受

け

て
、
デ

ィ
ル

タ
イ

の
最

も
重

要
な

概
念

の

一
つ
に
数

え

ら
れ

る

こ
と

に
な

る

「
体

験

即

冨
げ
巨
の
」
と

い
う

概
念

が

新

た

に
登
場

す

る
。
体

験

と

は

、
知

覚

、
意

志

、
感
情

の
共
働

に
於

い
て
様

々
な

外

的
経

験

(表

象
)
を

内

的

経
験

(意

味
、
価

値
)

と
結

び

つ
け

る
よ

う

な
生
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の
高

ま

っ
た

様
態

で
あ
る

。
こ

の
体

験

に
於

い

て
は
、
外

的

な

も

の

と
内

的

な
も

の
と
が

常

に
相

互

に
浸

透

し

合

っ
て
お

り

、
感

情

を

「
感

性
化

」
或

い
は

「
直

観
化

」
し

た
り

、
形

態

を

「
生
命

化

」
し

た
り
す

る
双
方

向

の
動

的
な

関
係

が
見

ら

れ
る

。
そ
し

て

こ
の
関
係

に
基

づ

い
て
、
外

的

な
事

物

や
出

来
事

を

内
的

な

も

の

の

「
象

徴
」

と

し

て
捉
え

、
ま

た
逆

に
内
的

な
も

の
を

外
的

な
事

物

や
出
来
事

に

よ

っ
て

「
代

現
」
す

る
と

い
う

芸
術

の
根
本

的

な
在

り
方

が
可
能

に

な

る

の
で
あ

る

。

そ
し

て

こ
う

し
た
体

験

は
、
心
的

生

の

「
獲
得

連

関
」
の
全

体

に

よ

つ
て
制

約

さ

れ
て

い
る

。
こ

の
心

的
生

の
獲
得

連

関
と

は

、
心

的

生
が

発
展
を

遂
げ

て
ゆ
く
過

程

で
、
自

己
と

世

界
と

の
間

の
交

互
作

用

に
よ

っ
て
獲

得
形

成

さ

れ

て
き

た
も

の

で
あ

り

、
そ

こ
で

は
、
過

去

の
様

々
な
体

験

が

い
わ
ば
構

造

化
さ

れ
、
前
科

学

的
な
知

へ
と
統

一
的

に
形
成

さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。
デ

ィ
ル

タ
イ

は
次

の
よ
う

に

述

べ
て

い
る
。
「
我

々
の
心
的

生

の
獲

得
連

関

は

、
我

々
の
諸

表
象

だ

け

で
な

く
、
我

々
の
感

情

に
於

い
て
与

え

ら

れ

た
価

値
規

定

や
、

我

々
の
意

志

に
於

い
て
生

じ
た

目
的

を
も

含

ん

で

い
る
。
こ

の
連

関

は
単

に
諸

々
の
内
容

の
う

ち

に
だ
け

で
な

く
、
こ
れ
ら

の
内

容

の
間

に
作

ら

れ
る
諸

々
の
結

合

の
う

ち

に
も
存

し

て

い
る
。
こ
う

し
た

結

合

は
、
表

象
間

の
諸

関
係

、
価

値

評
定

、
目
的

秩

序
と

し

て
経
験

さ

れ

、
体

験

さ

れ
、
心

的

生

の
連

関

の
う

ち

に
組

み

込
ま

れ

る

の

で
あ

る
」

(≦

一お

)
。
過

去

の
体

験

は
、
忘

却

さ
れ

て

し
ま

う

の

で
も

な

け
れ

ば
、
不
変

の
固
定

的

な
も

の
と

し

て
独
立

し

て

い
る

の
で
も

な

く

、
他

の
体

験

と
織

り

合
わ

さ

れ

て
、
特

殊

的

一
回

的

な
性

格

を
脱

し

、
普

遍

的

な
性

格

を

獲
得

す

る

こ
と

に
な

る

。
そ

し

て
新

た

な
体

験

も
ま

た

、
こ
う

し
た

過
去

の
体

験

か
ら
生

じ

た
獲

得
連

関

の
要

素

を

そ

の
う
ち

に
取
り

込

み
な

が

ら
成
り

立

つ
の
で
あ

つ
て
、
個

々

の

体
験

は
、
個

人

の
心

的
生

の
う
ち

で
全

体

に
対

す

る

部
分

を

な

し
、

全
体

と

の
関
係

の
中

で
そ

の
意

味

を
規

定

さ
れ

る

の
で
あ

る

。

デ

ィ

ル
タ
イ

に
よ

れ
ば

、
芸

術
的

天

才
を

特

徴
づ

け

る

も

の
は

、

こ
う

し

た
体

験

力

の
強

さ

で
あ

り
、
そ

の
力

強

い
体

験

は

、
心

的
生

の
様

々
な

獲
得

連

関
内

の
諸

要
素

を

取
り

込

ん

で
、
典

型
化

す

る
と

い
う
働

き

を
持

つ
。
も

ち

ろ
ん
芸

術
的

天
才

の
獲
得

連

関
そ

の
も

の

は
、
彼

が

一
つ
の
時

代

に
生

き

る
中

で
形
成

さ

れ
た

も

の

で
あ

る
以

上

、
常

に
そ

の
時

代

の
刻

印

を
帯

び

て

い
る

。
そ

し

て
そ

の
時

代

の

雰

囲
気

、
そ
こ

に
半

ば
無

意

識
的

に
内
包

さ

れ

て

い
る
欲

求

や
感

情

を

、
芸

術
家

は
典

型
化

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
明

示

す

る

の
で
あ

る
。

デ
ィ

ル
タ

イ

は
次

の
よ
う

に

述

べ
て

い
る

。
「
常

に
偉

大

な
詩

人

の
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徴
標

を

な
し

て

い
る

の
は
、
あ

ら

ゆ
る
経
験

を

踏

み
越
え

て
は

い
る

が

、
か

え

っ
て
共
通

の
経

験
を

一
層

よ

く
理

解

さ
せ

、
一
層

身
近

な

も

の
に
す

る
よ
う

な

一
つ
の
典

型
を

生

み
出
す

と

い
う

点

で
あ

る
」

(≦

O
P
)。
天
才

の
役

割

は
、
単

に
個

性

的

な
表

現
を

生

み
出

す
と

い

う

こ
と

に
尽
き

る

の
で
は
な
く

、
そ

の
表

現

に
於

い
て

一
つ
の
典

型

を
新

た

に
生

み
出
す

こ
と

に
よ

つ
て
、
多

く

の
人

々
に
共

通

の
経

験
を

意

識

さ
せ

る
と

い
う
点

に
あ

り

、
そ

の
故

に
、
人

々
は
優

れ

た

芸
術

作
品

に
触

れ
た

と
き

、
そ

の
心
を

揺
り

動

か

さ
れ

る

こ
と

に
な

る
。
こ

の
場

合

の
共

通

の
経
験

と

は
、
或

る
出
来

事

や

人
物

、
或

い

は
人
間

や
世
界
全

般

に
対
す

る
意
味

づ
け

や
価
値

づ
け
と

い
う

こ
と

を

本
質

的

に
伴

っ
て
お
り

、
そ
れ

は
人

間

や
世

界

に
対

す

る
見
方

、

つ
ま

り
世

界
観

を
提

示

し
、
一
般

の
人

々
は
、
芸
術

作

品
を

通

じ

て

無
意
識

的

な
も

の
を
意

識
化

す

る
と

い
う
仕

方

で
、
そ
う

し
た

見
方

を
身

に

つ
け

る

こ
と

が
で
き

る

の

で
あ

る
。

『詩

学
』
論
文

よ

り
も

さ
ら

に
後

の
論

文

『個

体

性

の
研
究

へ
の

寄

与
』
(
一
八
九
五
/
九

六
年

以
下

『個

体
性

』
論
文

と

略
記

)
で

も

、
芸

術

は
、
一
般

の
人

々
に
人

間

や
世

界

に
対

す

る
見

方
を

示

し

て
く

れ

る

「
器

官

」

で
あ

る
こ
と

が
主

張

さ

れ

(<
N
く
畦
ご

、
芸

術

の
そ
う

し

た
役
割

を

可
能

な
ら

し
め

て

い
る
も

の
と

し

て
、
「
典

型

化
す

る
見

方

曙
且
。。
畠
o
。
。。
島

聲

」
(<
雪

℃
)
が

あ
げ

ら

れ

て

い
た

。

こ
こ

で
も

デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
こ

の
典

型
化

す

る
見

方

が
た

だ
芸

術
創

造

の
場

面

に
於

い
て

の
み
見

ら
れ

る
も

の
で
は

な
く

、
様

々
な

学

問

に
於

い
て
用

い
ら

れ

て
き
た

ば
か

り

か
、
我

々
が

日
常
的

に
経
験

し

て

い
る
事

柄

で
あ

る

こ
と

を

指

摘

し

て

い
る

(
<

P
q
累
h
.)。

既

に

『
詩

学
』

に
於

い
て
指
摘

さ
れ

て

い
た

よ
う

に
、
芸

術
的

創

造

の
基

盤

と

し

て
分
析

さ
れ

た
心

理
的
過

程

は
、
芸
術

と

い
う

特
殊

な

場
面

を
超

え

て
、
す

べ

て
の
人

間

の
前

科

学
的

な
知

や
世
界

観

の
形

成

に

つ

い
て
妥

当

す

る
も

の

で
あ
り

、
そ
こ

で
は

常

に
人

間

の
生
活

経
験

を

典
型

化

し

、
普

遍
化

し

よ
う

と

す

る
志
向

が
働

い
て

い
る

。
確

か

に
芸
術

は

、
依

然
と

し

て
最
も

自
由

に
典
型

的
な

も

の
を

生

み
出
す

こ
と

の

で
き

る
場
と

し

て
、
世
界

に
対

す

る
洞
察

を

新

た

に
切
り

拓

く

主

導
的

な
働

き
を

担

っ
て

い
る
。
し
か

し
重

要

な

の
は
、
そ

の
個

性

的

で
あ

り
な

が
ら
同
時

に
典

型
的

で
あ

る
も

の
を
生

み
出
す

創
造

的

な

能

力

そ

の
も

の

で
あ
り

、
芸

術

の
み
な

ら
ず

、
宗
教

や
哲

学
も

ま

た
同

じ

よ
う

に
そ

の
創
造

的

な
能
力

に
基
づ

い
て
表

現

さ
れ

、
典

型
的

な

も

の
を

産
出

す

る
働
き

を
担

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
こ

こ
に

『
バ

ー
ゼ

ル
講

演
』

で

の
哲

学

(形

而
上

学

)
に
対

す

る

芸
術

の
優

位

性

と

い
う

主

張

は
次

第

に
緩

和

さ

れ

て
、

デ

ィ

ル
タ

イ

の
関

心
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は
、
表

現

の
持

つ
優
れ

た
創

造
的
能

力

へ
と

次
第

に
移

動
す

る
こ
と

に
な

る

の
で
あ

る

。

皿一
八
八
○
年

代

か
ら
九

〇
年

代

に
か
け

て

デ
ィ

ル
タ
イ

が
行

な

つ

た

精
神

科
学

の
基
礎

づ

け
を

め
ぐ

る
研

究
は

、
明

ら
か

に
心

理

学
主

義
的

な

傾
向
を

示

し

て
お
り

、
ま
た

そ

の
た

め

に
彼

が

心
理

学
主

義

ロ
し

ソ

の
代
表

者

で
あ

る
か

の
よ

う

に
も
見

倣

さ
れ

て
き

た

。
し

か
し

一
九

〇
〇
年

頃
を

境

に
、
彼

は
次

第

に
心
理

学

的
な

方

法
を

脱

し

て
、
解

ロ
む

釈

学

的

な
方
法

へ
と
接

近

し

て
ゆ
く

こ
と

に
な

る
。
『
詩

学
』
論
文

や

『個

体
性

』
論
文

に

つ
い
て

こ
れ

ま

で
見

て
き

た
よ

う

に
、
人
間

的

生

の
創

造
的

能
力

を

め
ぐ

る
問

題

に

つ
い
て
も

、
中
期

の

デ
ィ

ル

タ

イ
は

、
芸

術
的

創

造
を

モ
デ

ル
と

し

て
そ
れ

を

「
心

理
学

的

に
」

解

明

し

よ
う

と
試

み

た
が

、
こ
れ

に
対

し

て
、
晩

年

の
デ

ィ
ル

タ
イ

は
、
こ

の
創

造
性

の
問

題

を
、
表

現

そ

の
も

の

の
持

つ
優

れ

た
働

き

と

い
う

観
点

か

ら
説
明

し

よ
う
と

す

る

の
で
あ

る
。
晩
年

に
な

っ
て

『
詩
学

』
論
文

の
補

註
と

し

て
書

か

れ
た

断
片

に
は

、
そ

の
観

点

の

移

動

が
示

唆

さ
れ

て

い
る
。
「
体

験

は
表

現
を

含

む
。
表

現
は

体

験

を

十

分

に
表

現
す

る
。
表

現

は
新

し

い
も

の
を
提

示

す

る
。
表
現

は

心

理
学

的

な

概

念

形
成

な

し

に
行

な

わ

れ
、

こ
れ

を

必
要

と

し

な

い
」
(≦

い
ミ
)。
こ

こ

に
看

取
さ

れ
る

の
は
、
「
体

験
」
と

い
う

人

間

的

生

の
完

全

に
し

て
全
体

的

な
在
り

方

が

、
心

理

学
的

に

「
内

観

」

に
よ

つ
て
捉
え

ら
れ

る

の
で
は

な
く

、
む

し

ろ
表

現
を

通

じ

て

の
み

完

全

に

外
化

さ

れ

、
意

識

さ
れ

る
と

い
う

洞
察

で
あ

る

。
体

験

と
表

現

と

は

一
体

の
も

の

で
あ

り

、
ま

ず
体

験

を
持

ち

、
こ

れ

に
対

し

て

表

現
を

後

か
ら

探
す

の
で

は
な

い
。
む

し

ろ
何

か
を

表
現

し

よ
う

と

す

る
と

き

、
人

間

的
生

の
心
的

構

造

に
従

っ
て
、
様

々
な

心
的

連

関

は

一
つ
の
体

験

へ
と

ま
と

め
上

げ

ら
れ

る

の
で
あ

り

、
表

現

の
過
程

の
中

で
体

験
は

形
成

さ
れ

、
展

開

さ
れ

る

の
だ

と

言

っ
て
も

よ

い
。

ま

さ
に
表

現
は

、
体

験

そ

の
も

の
が

創

出

さ
れ

る
場

な

の
で
あ

る

。

表

現
が

取
り

込

ん

で

い
る

の
は
、
意

識

に

は

っ
き

り

と
現

わ

れ

て

く

る

よ
う

な
も

の
、
内
観

や
内

省

に
よ

っ
て
捉
え

ら

れ

る
も

の
ば

か

り

で

は
な

い
。
我

々
は
表

現
を

通

じ

て
、
今

ま

で
気

づ
き

得

な

か

つ

た
自

ら

の
心
的

連

関

を
意

識

す

る
こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
。
「
つ
ま

り
表

現

は

、
心

的

連
関

に

つ

い
て
、
あ

ら

ゆ
る

内
観

が

確

保
す

る
以

上

の
も

の
を
包

む

こ
と

が

で
き

る

。
表

現

は
、
意

識

が

明

ら
か

に
し

得

な

い
深

み
か

ら

現
わ

れ

る

の
で
あ

る
」

(≦
冒

0
9
。

「
意

識

的

な
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生

と

い
う

小
さ

な
領

域

は
、
一
つ
の
島

の
よ
う

に
、
到

達

し
難

い
深

み
か
ら
餐

え

立

つ
て

い
る
。
し
か
し

こ

の
深

み
か

ら
表

現

は
立

ち
現

わ

れ

て
く

る
。
表

現

は
創

造
的

で
あ

る
。
従

っ
て
、
生

そ

の
も

の
が

我

々
に
到

達
可
能

と

な

る

の
は
、
理

解

と

い
う

こ
と

に

於

い

て
、
ま

た
創

造

の
追
形

成
と

い
う

こ
と

に
よ

る

の
で
あ

る
」
(<
閏
謬

O
)。
そ

し

て

こ
う

し
た
表

現

の
際

立

っ
た
性

格
が
最

も

は

っ
き
り

現
わ

れ

る

の
が
、
文
学

的
創

造

の
場

合

で
あ

っ
た

。
「
叙
情

詩

の
天
才

の
持

つ

特
性

と

は

、
高

め
ら

れ
た
体

験

力

や
体
験

し

た
も

の
を

、
そ

れ
を

表

現

す

る
力

に
よ

っ
て
、
ま

さ

に
意

識

に
高

め

る

こ
と

に
あ

る
。
体

験

さ
れ
た
も

の
の
内
容

が

反
省

に
よ

っ
て
ま

だ
破

壊

さ
れ

て

い
な

い
、

そ
の
無
意

識

の
表
現

に

よ

つ
て
、
彼

の
魂

の
構

造

が
彼
自

身

に
も

他

者

に
も
意

識

さ
れ

る
の

で
あ
る

。
広

い
意
味

で

の
叙

情
詩

の
能
力

は

ま

さ

に

こ

の
こ
と

に
基
づ

い
て

い
る
。
つ
ま

り
叙

情

詩

は
、
現
実

に

対
す

る
体
験

と

い
う

無
意
識

の
深

み
の
中

に
含

ま

れ
る
も

の
を
汲

み

尽

く
す

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
」

(O
◎◎
9
。

さ

て
、
無

意
識

的

な
創
造

、
意

識

に
上

ら
な

い
心
的

連

関
と

い
う

こ
と

が
前

面

に
押
し

出

さ
れ

て
く
る

な
ら
ば

、
作

家

や
芸

術
家

の
内

面
を

心
理

学
的

に
探
求

す

る
と

い
う
従

来

の
立

場

は
、
少

な
く

と
も

そ

の
意
義

を
減

ぜ

ら
れ

て
し
ま
う

こ
と

に
な

る

。
心

理
学

的

な

ア
ブ

ロ
ー

チ
が

全
く

無

意
味

で
あ

る

わ
け

で
は

な

い
に
し

て
も
、
こ
こ

に

新

た

に
登

場
す

る
解

釈

学
的

な

ア
プ

ロ
ー
チ
は

、
心

理
学

的

な

そ

れ

よ

り
も

一
層
包

括
的

な

も

の
と

な
る

の

で
あ

る

。
そ
し

て

こ

の

い
わ

ゆ
る

解
釈

学

的
転

回

に
よ

っ
て
、
芸
術

作

品

と
法

律

、
道

徳

、
社

会

制

度
と

い

っ
た
も

の
は

、
全

く
同

様

の
扱

い
を

可
能

に
す

る
も

の

に

な

る

。
或

る

法
律

を

研
究

す

る

に
際

し

て
、
そ

れ
を

起
草

者

の
心

理

的

過
程

に

還
元

し

よ
う

と
す

る

こ
と

は
無
意

味

で
あ

ろ
う

。
し

か
し

そ

の
法

律

自
体

は
、
世

の
様

々
な

現
実

に
対

し

て
、
い
か

な

る

「
意

味
」
を

与

え

、

い
か

な

る

「
価

値

」
を

認

め

、
ま

た

い
か
な

る

「
目

標

」
を

目

指

し

て

い
る

の
か
を

表

現

し

て
お

り
、
そ

れ

は
、
結

局

の

と

こ

ろ
、
そ

の
時

代

や
社

会

に
生
き

た

人

々

の
人

間

精
神

の
共
同

性

に
他

な

ら
な

い
の

で
あ

る
。
芸
術

作

品

に

つ

い
て
も
事

情

は

同
じ

で

あ

り

、
作

品
を

作

家

の
心

理
的

過

程

に
還

元
す

る

の
で

は
な

く

、
作

品

そ

の
も

の
の
中

に
含
ま

れ
る
様

々
な
心

的
連

関

こ
そ
が

研
究

の
対

象

で
あ

り

、
作

品

の
中

に
は
、
作
家

の
心

理
的

内
容

以

上

の
も

の
が

含
ま

れ

て

い
る

の
で
あ

る

。
「
決

定

的

な

の
は

、
こ
れ

が
作

家

に
於

け

る
内
的

な

過
程

で
は
な

く
、
こ

の
過
程

の
中

で
創

出

さ

れ
た

も

の

で
は

あ

っ
て
も
、
そ

こ
か

ら
切
り

離

し
得

る
よ
う

な
連

関

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る

」
(≦
一
〇。
い
)
。

こ

の
よ
う

な

法
律

の
起
草

者

や

文
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学
作

品

の
著
者

の
心
理
的

過
程
か

ら
は
切

り
離

し
得

る
よ
う
な
連

関

の

こ
と
を

、
デ

ィ

ル
タ
イ

は
特

に

「
精

神
」
と

呼

ん

で

い
る

。
従

来

な
ら
ば

「
生

冨

σ
o
昌
」

や

「
魂

ω
。
9
0
」
と

言
わ

れ

て

い
た

よ
う

な

箇
所

で
、
精
神

と

い
う

言
葉

が
頻
繁

に
用

い
ら

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
彼

の
晩

年

の

こ
と

で
あ
り

、
こ
こ

に
、
彼

が
心

理
学

主
義

か

ら

次
第

に
距
離
を

と

る
よ
う

に
な

っ
た

こ
と

が
確

認

で
き

る
。
さ
ら

に

彼

は
、

こ
こ

で
言

わ

れ
る
精

神

が

、
イ

ェ
ー

リ

ン
グ

の

『法

の
精

神
』

の
意

味

に
於

け

る

「
精

神

」
で
あ

る
と

指
摘

し

た

上

で
、
次

の

よ
う

に
述

べ

て

い
る
。
「
こ

の
精
神

の
理

解

は
心

理

学
的

な

認
識

で

は

な

い
。
こ
れ

は
、
そ
れ
自

身

の
う

ち

に
固
有

の
構
造

と

合
法

則
性

を
持

っ
て

い
る
精

神
的

形

成
物

へ
の
回
帰

で
あ

る
」
(<
目
oo
い
)。
も

は

や
著
者

や
起

草
者

の
心

理
的

過
程

は
問
題

で
は
な

く
、
客
観

的
精

神

の
う

ち

に
定
着

さ

せ
ら

れ
た

表
象

、
意

味
、
価
値

と

い

っ
た

も

の

の
結

び

つ
き

の

「
固
有

の
構

造

」

こ
そ

が
問

題

で
あ

り

、

そ

れ
が

う
ん

　

理
解

の
本
来

の
対

象
と

な

る

の
で
あ

る
。

さ

て
、
精
神

と

い
う

概
念

は
、
当

然

へ
ー

ゲ

ル

の
概

念
と

の

つ
な

が
り

の
連
想

さ

せ
る

が
、
そ

こ
に
は

、
そ

れ

が
個

人

の
心
的

生

を
超

え

て
、
何

ら
か

の
共

同
性
を

指
示

し

て

お
り
、
或

る
民

族

や
時

代
と

い

っ
た

共
同

体
的

集
合

を
主

体

と
す

る
も

の

(民

族
精

神

、
時

代
精

神

)
で
あ

る
と

い
う

こ
と

が
含

意

さ

れ

て

い
る
。
し
か

し

デ

ィ

ル
タ

イ

は
、
そ

う

し

た
共

同
性

を

、
時
代

精
神

や
民

族
精

神

と

い
う

或

る

種

の
先

天

的

同
質

性
と

は

考
え

な

い
。
彼

に
よ

れ

ば
、
む

し

ろ

こ

の

共

同
性

は

、
或

る
時
代

や
国
家

の
中

で
生
ま

れ

、
育

ち

、
生

き

て

ゆ

く
人

々
が
後

天
的

に
身

に

つ
け

て

ゆ
く
も

の
で
あ

り
、
こ

の
共

同
性

を

後

天

的

に

獲
得

さ
せ

る
も

の
が
様

々
な

客
観

的

精

神

な

の
で
あ

る

。
我

々
を

取
り

巻

い
て

い
る
世

界

は
、
道
徳

、
習

慣

、
生
活

様

式

、

法

律

、
学

問
、
芸
術

と

い

っ
た
客

観

的
精

神

に
満
ち

て
お
り

、
我

々

は
生

ま

れ

た
と

き

か

ら
、
日
常

の
生

活

や
教

育

の
中

で
、
繰

り
返

し

現

わ

れ

る
そ
う

し

た
も

の
を
身

に

つ
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
文
化

的

な

「
人

間

」

に
な

る

。
「
子
供

は
話

す

こ
と

を

学

ぶ
以

前

に
、
既

に

共

同
性

と

い
う

媒

体

の
中

に
浸

さ
れ

て

い
る
。
ま

た
子
供

が

色

々
な

身

振

り

や
表

情

、
動

作

や
叫

び
声

、
言

語

や
文

章

等
を

理

解

す

る

こ

と

を
学

ぶ

の
も

、
ま

さ
に

そ
れ

ら
が
彼

に

い
つ
も

同
じ
も

の
と
し

て

現

わ

れ

る

し
、
ま
た

そ

れ

ら
と
、
そ

れ

ら
が
意

味

し

、
表

現

す

る
も

の
と

の
連
関

も

同

一
の
も

の
と

し

て
現
わ

れ

る

か
ら

で
あ

る
」
(<
目

8

◎。
)。
デ

ィ

ル
タ

イ
は

、
客

観

的
精

神

に

、
人
間

に
と

っ
て

の
共

同

性

を
保

証

す

る
媒
体

と

い
う
新

し

い
役

割
を

与
え

よ
う
と

す

る

。
既

成

の
様

々
な

客
観

的

精
神

は
、
人

間

が

そ

こ
に

「
浸

さ

れ

て
」
生

き
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る
こ
と

で
、
共
有

さ

れ

る
共
同

性

を
形

成
し

、
日
常

的

に
行

な
わ

れ

る
様

々
な
理
解

の
基

盤
と

な

る
よ
う

な
理

解

の
媒
体

と

し

て
働

き

、

そ

こ

で
は
外

的
な
も

の
と
内

的
な
も

の
の
結

合

が
根

源
的

な
仕
方

で

与
え

ら
れ

る

こ
と

に
な

る
。
デ

ィ
ル
タ

イ
は

、

一
八
九

〇
年
代

に
至

る
ま

で
、
人
間

的
生

の
根

本
的

同
質

性

に
理
解

の
根

拠
を

求

め
る

し

か

な

か

っ
た
が

、
晩

年

に
至

つ
て
、
様

々
な

客
観

的
精

神

の
世

界

を

人

間

の
共

同
性

を
保

証
す

る
も

の
と

し

て
捉
え

た

こ
と

で
、
歴
史

的

に
形

成
さ

れ
た
文
化

的
所
産

に
よ

っ
て
常

に
制
約
を

受
け

る
と

い
う

人

間
精
神

の
歴
史
的

性
格
を

一
層
前

面

に
押

し
出
す

こ
と

が
可
能

に

な

っ
た

の
で
あ

る

。

晩

年

の

デ
ィ

ル
タ
イ

は
、
こ

の
よ

う

に
客
観

的
精

神
を

共

同
性
を

表
わ

す
基

本
的

な

理
解

の
媒
体

と
考

え

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
解

釈
学

的

な

ア
プ

ロ
ー
チ

へ
の
移

行
を

決
定

的
な

も

の

に
し
た

の
だ

っ
た

。

し
か
し
彼

の
本

来

の
意

図

は
、
共

同
性

を
超

え

出
た

個
性

的

な
も

の

の
理
解

、
と

り
わ

け
新

し

い
も

の
を

含

ん
だ
個

性
的

な
表

現

を
理

解

す

る

可
能

性
を

探
求

す

る
こ
と

に
あ

っ
た

。
実
際

、
客

観

的
精

神

の

世

界

は
、
創

造

的
な

個
人

が
絶

え
ず

新

た

に
創

出

し

、
さ
ら

に
そ

れ

が
多

く

の
人

々

に
よ

っ
て
理
解

さ

れ
、
共

有
さ

れ

る
こ
と

で
新

し

い

共

同
性

を
形

成
し

て

ゆ
く
も

の

で
も

あ

る
。
そ
れ

は
既
成

の
も

の
の

単

な

る
繰
り

返

し

で
は

な
く

、
常

に
新

た
な
も

の
を
表

現

す

る
と

い

う
創

造

的

行
為

の
中

で
豊

か

に

さ
れ

て

ゆ
く

の

で
あ

る
。
そ

れ
故

、

デ
ィ

ル
タ
イ

が

早

い
時
期

か

ら
、
と

り
わ

け

中
期

の
研
究

の
中

で
探

求

し

て
き
た

芸
術

を

は

じ
め
と

す

る
高
次

の
表
現

の
問
題

は

、
こ
こ

で
高

次

の
理
解

の
問

題
と

し
て
再

び
取
り

上
げ

ら
れ

る
こ
と

が
必

要

と

な

る

の
で
あ

る
。

言

う

ま

で
も

な

く

優
れ

た
芸

術
作

品

は

、
単

に

既
成

の
土
ハ
同
性

、

共
同

的
精

神

の
表

現

に
留

ま

る
も

の
で

は
な

い
。
既

に
見

て
き

た

よ

う

に
、
真

に
優

れ

た
芸

術

は
、
新

し

い
も

の
を
創

出

し
、
新

し

い
世

界
観

を
開

示
す

る
役

割
を
担

っ
て
い
る
と

デ

ィ
ル
タ

イ
は
考

え

て

い

た

。
芸

術

の

み
な

ら
ず

、
宗

教

や
哲

学

と

い

つ
た
高

次

の
表

現

は

、

常

に
、
容

易

に
は

理
解

で
き
な

い
個

性

的
な

も

の
を

含

み

、
さ

ら

な

る
理

解

や
解

釈

の
努
力

を

強

い
る
も

の
で
あ

る
。
こ

れ
ら

の
高

次

の

表
現

は

、

優

れ

た
意

味

で

の
体

験

の
表

現

で
あ

り

、

デ

ィ

ル
タ

イ

は
、
表
現

の
中

で
も
特

に
体

験
表

現

の

み
に
本

来
的

な

意
味

で

の
表

現

の
地
位

を

認

め
、
判
断

や
伝
達

を

行
な

う
陳

述
的

表

現

や

目
的
連
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関
を

示
す

行
為

的
表

現
は

、
体
験

表

現

の
派

生
的

な
様

態
と

見
倣

し

た

の
だ

っ
た

(≦
聞
O
い
ご

。

こ
う

し
た
体

験
表

現

の
優

位

は
、
陳

述

的
表

現

や
行
為

的
表

現
が
体
験

か
ら
切

り
離

さ
れ

て

い
る

の
に
対
し

て
、
体
験
表

現

は
体
験

と

い
う

人
間

の
内
的

な
も

の

へ
の
洞

察
を

可

能

に
す

る
と

い
う

点

に
基
づ

い
て

い
る

。
内

的

な
も

の
の
洞

察

と

言

っ
て
も

、
そ

れ
は
心

理
学

的

な
観
察

を
要

求
す

る

よ
う
な

も

の
で

は
な

い
。
前
述

の
よ
う

に
、
体
験

は

表
現

の
う

ち

で
形
成

さ

れ

る

の

で
あ

り

、
「
表

現
は

、
心

的
連

関

に

つ
い
て
、
あ

ら

ゆ

る
内
観

が
確

保

す

る

以
上

の
も

の
を

包
む

こ
と
が

で
き

る

。
表
現

は

、
意

識

が
明

ら
か

に

し
得

な

い
深

み
か

ら
現

わ
れ

る

の
で
あ

る
」
(≦
冨

o
ひ
)。
体

験

表
現

は
ま

さ

に
新

し

い
も

の
、
個
性

的
な

も

の
が
創

造

さ
れ

る
場

で
あ

り

、
デ

ィ

ル
タ
イ

の
考

え

る
理
解

と

は
、
本
来

的

に

は
、
こ
う

し
た

個
性

的

な
も

の
を
含

ん

だ
体

験

表

現
を
対

象

と

す

る
も

の
で

あ

っ
た

。
「
理
解

は
、
常

に
個

別

が
そ

の
対

象

で
あ

る
」
(<
口
N
一
N
)。

そ
れ
故

、
こ

の
新

し

い
も

の
や
個

性
的

な

も

の
、
つ
ま
り

共

同
性

を

超

え

る
よ
う
な

も

の
が
ど

の
よ
う

に
し

て
理
解

さ
れ

る
の
か
と

い
う

問

題

が
、
新

た

に
取
り

上
げ

ら

れ
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
の

で
あ

る
。

そ

こ

で
デ

ィ

ル
タ
イ

は
、
理
解

と

い
う
事

態

の
全

体
を

、
基

礎

的

な

理
解

と
高
次

の
理
解
と

い
う

二

つ
の
段

階

に
分

け

て
説

明
し

よ
う

と

す

る

。
基

礎
的

理

解
と

は

、
先

に
述

べ

ら
れ

た
よ
う

な

、
様

々
な

客

観

的
精

神

に

取
り

巻
か

れ
、
そ

こ

に

「
浸

さ

れ

て
」
生

き

る

こ
と

に
よ

っ
て
獲
得

さ

れ
る
、
内
的

な
も

の
と

外
的

な

も

の
と

の
根

源

的

な
結

合

に
基

づ

い
て

い
る
。
発

せ

ら

れ
た

言
葉

と

そ

の
意

味

、
表

情

や
身
振

り

と

そ

こ
で
示

さ
れ

る
感
情

の
関
係

は
、
根

源
的

な
結

合

と

し

て
与

え

ら

れ

て
お
り
、
そ

れ
は
決

し

て
外
的

な

も

の
か
ら
内

的

な

も

の
を

「
推

論
」
す

る

の
で

は
な

い
こ
と
を

デ

ィ

ル
タ
イ

は

強
調

す

る
。
「
基
礎

的

理
解

は
、
結

果

か
ら

原
因

へ
の
推

論

で
は

な

い
。
そ

れ
ど

こ

ろ
か

、
も

っ
と
慎
重

な

言

い
方
を

す

る

な
ら

、
我

々
は

こ
れ

を

、
与

え

ら

れ
た
結

果

か
ら

こ

の
結

果

を

可
能
な

ら
し

め

る
生

の
連

関

の
部

分

へ
と

遡

及

す

る
処

置

と

捉

え

て

は

な

ら
な

い
」

(<
=

N
O
刈
ご
。
こ

こ

に
は

、
個

人

の
心

的
な

連
関

か

ら
は

切
り

離

さ

れ
た

共

同
性

と

し

て

の
客

観
的

精
神

の
性
格

が
反
映

さ

れ

て

い
る

。
基
礎

的

理

解

は
、
こ

の
共

同
性

に
関

わ

る
も

の

で
あ
り

、
ま
た

そ
う

で
あ

る
以

上

、
あ

く
ま

で
中
立
的

、
表
面

的

な
性

格
を

免

れ
な

い
の

で
あ

る
ゲこ

れ

に
対

し

て
、
高

次

の
理

解

は
、
基

礎

的
理

解

の
中

立
性

を

超

え

て
個

性

的
な

も

の
を
対

象
と

す

る
も

の
で
あ

る
。
し

か
し
個

性
的

な
も

の
、
何

か
新

し

い
も

の

が
理
解

さ

れ

る
た

め

に
は
、
そ

れ
が

理
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解

さ
れ

る
地
盤

と

な
る

よ
う

な

共
同
性

が

や
は

り
必

要

で
あ

る
。
基

礎
的

理
解

か
ら

高
次

の
理
解

へ
の
移
行

は

、
基
礎

的

理
解

が
妨

げ
ら

れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
生

じ
て
く

る
。
或

る
表

現
と

意
味

と

の
正
常

な

関
係

が

働

か
な

か

っ
た
と

き

、
そ

の
表

現

は

、

よ
り
大

き

な
連
.関

(背

景
V
と

の
関

係

か
ら

さ
ら

に
捉
え

直

さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い
。
部

分

の
意

味
を
全

体
と

の
関
係

の
中
か

ら
捉
え

よ
う
と

す

る

い
わ

ゆ
る

ハ
コ

ご

「
解
釈

学

的
循

環
」

の
運
動

が

こ
こ

で
生

じ

て
く

る
こ
と

に
な

る
。

デ

ィ
ル
タ

イ
は
完

全

に
新

し

い
も

の
、
完
全

に
異

質
な

も

の
が
理

解

や
解

釈

の
対
象

に
な

る
と

は
考
え

な

い
。
「
生

の
表

出

が
全

く

異
質

な
場

合
、
解

釈

は

不
可
能

で
あ

る
。
逆

に

そ

の
中

に
何

ら
異

質
な

も

の
が

な

い
場
合

、
解

釈

は
必

要

な

い
。
つ
ま

り

解
釈

は

、
こ
れ

ら

二

つ
の
極
端

な
場

合

の
中

間

に
存
す

る

の

で
あ

る
」
(≦

冨
N
い
)。
し
か

し
個

性

化

は

必
ず

共

同

性

に
基

づ

い

て
生

ず

る

と

い
う

こ
と

は

、

デ

ィ

ル
タ
イ

の
大

前
提

で
あ

っ
た
。
「
天

才

の
作
品

に
も
、
或

る
時

代

と

環
境

の
中

で
の
理

念
、
感
情

、
理

想
等

と

の
共

同
性

が

現
わ

れ

て

い
る
」
(<
目
P
O
o。
)。
そ

れ
故
、
如
何

に
独
創

的

な
天

才

の
作
品

と

錐

も

、
共

同
性

と

の
関

係

の
中

か
ら

個
性

的

な
も

の
、
新
し

い
も

の

の
意
味

を

規
定

し

て
ゆ
く
余

地

は
残

さ
れ

て
お
り

、
こ

の
部

分
と

全

体

の
関
係

を

、
単

語
と

文

、
文
と

文
章

、
文
章

と

そ

の
天
才

の
作

品

全
体

、
そ
し

て

さ
ら

に
同
時

代

の
作

品

の
全

体

へ
と
徐

々
に
拡

張

し

て
ゆ
く

こ
と

に

よ

っ
て
、
そ

の
客

観

的
な

理
解

に
努

め

る
こ
と

が

絶

え
ざ

る
課
題

と

見

倣
さ

れ

る

の
で
あ

る

。

こ

の
よ
う

に
デ

ィ
ル
タ
イ
が

理
解
を

二

つ
の
段
階

に
分

け

て
考

え

た

こ
と

は
、
彼

が

客
観

的
精

神
と

し

て

の
表

現

に

二

つ
の
役

割

を
見

て

い
た

と

い
う

こ
と
を

意
味

し

て

い
る
。
す
な

わ
ち

客
観

的
精

神

と

し

て

の
表

現

は
、
理
解

の
媒

体
と

な

る
よ
う

な
共

同
性

を

形
成

す

る

も

の

で
あ
る

同
時

に
、
そ

の
共
同

性
を

超
え

た
新

し

い
も

の
を
創

出

す

る
も

の
な

の

で
あ

る

。
し

か

し

こ

の
両

側
面

は
相

互

に
関
係

し

合

っ
て
お
り

、
共

同
性

に
基

づ

い
て

の
み
新

し

い
も

の
は

理
解

さ

れ

る
が

、
理

解

さ
れ

る

こ
と

で
こ

の
新

し

い
も

の
は
さ

ら

に
新

し

い
共

同
性

の
要
素

と

な

っ
て
、
共

同
性

の
領

域

を
豊

か

に

し

て
ゆ
く

。
し

か

し
注

意
を

要

す

る

の
は
、
芸
術

、
宗

教

、
哲

学

と

い

っ
た
高

次

の

表
現

は

、
通

俗

的
な

理
解

、
つ
ま

り

既
知

の
も

の
を
そ

こ
に
読

み
込

も
う

と

し
、
そ

こ
に
あ

る
本

来

の
相

違

を
無

化

し
て

し
ま
う

よ

う

な

理
解

に
よ

っ
て
は
そ

の
本

来

の
役

割
を
発

揮
す

る

こ
と

が

で
き

な

い

と

い
う

点

で
あ

る

。
こ
こ

に
精
神

諸
科

学

の

「
学

問
的

な
」
仕
事

の

持

つ
重

要

な

課
題

が
生

じ

て
く

る
。

人

間

が
自

ら

の
狭

さ

を
超

え

て
、
そ

の
多

様

な
可

能
性

に
目
を

開

か

れ
る

た
め

に

は
、
個

性

的

な
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も

の
、
新

し

い
も

の
を

そ
の
個
性

に
於

い
て
理
解

す

る

こ
と

が
必
要

で
あ

る
。
ま

た

デ

ィ
ル
タ

イ

に
と

っ
て
、
歴
史

の
進

展

と

は
、
前
時

代

の
文

化

の
超

克

で
は
な

く
、
む
し

ろ
文
化

の
多

様
性

の
増

大

を
意

味
し

て

い
た
よ
う

に
思
わ

れ
る

。
彼

が
擁
護

し

た
精
神

諸
科

学

の
課

題
も

ま

た
、
様

々
な
地

域

や
時
代

の
文

化

的
所

産
を

理

解

し
、
我

々

が
手

に
す
る

こ
と

の
で
き

る
文

化
的
多

様
性

の
増

大

に
貢

献

し
、
囚

わ

れ
な

き

「
歴
史

的
意

識
」
の
立

場

へ
と

高
ま

ろ
う

と

す

る
も

の
で

あ

っ
た

。
そ

し

て
あ

ら

ゆ
る
時

代

や
地
域

の
あ

ら

ゆ
る
個

性
を

理
解

し
、
人

間

の
全
体
的

な

本
性

を
把

握

す

る
こ
と

が

、
歴

史
学

派

の
哲

ハ

コ

　
　
　

学
者

デ

ィ
ル
タ
イ

の
思

い
描

い
た
夢

で
も

あ

っ
た

の
で
あ

る

。

デ

ィ
ル
タ
イ

の
客

観
的
精

神

の
概
念

は
、
人
間

精
神

の
共

通

性
と

個
性

と

の
相

関
的
な
在

り
方
を

示
す
存
在

論
的

な
概
念

で
あ

る
と

言

え

る
だ

ろ
う

。
そ
れ

は
、
人
間
精

神

が
常

に
新

た

な
表

現

に

よ

つ
て

そ

の
様

々
な
局

面
を
提

示

し

て
ゆ
く

一
方

で
、
そ
れ
ら

の
表

現

が
単

に
散

逸
す

る

の
で

は
な
く

、
再

び
理

解
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
取
り

戻
さ

れ

て
真

に
は

じ
め
て
豊

か
な
も

の
と
な

る
と

い
う
事

態

を
示
す

も

の
で
あ

る

.
デ

イ
ル

タ
イ
が
若

い
頃
か

ら
繰
り

返

し
取

り
組

ん

で

き

た
人

間

の
創

造
性

を

め
ぐ

る
研
究

は
、
客
観
的

精
神

の
概
念

の
中

に
取

り
込

ま

れ
、
表

現
が

共
同
性

の
領
域

を
突
き

破

っ
て
個
性

的

な

も

の
を

生

み
出

し
、
精
神

的

世
界
を

豊

か

に
し

て
ゆ
く

と

い
う

客
観

的

精
神

の
重

要

な
側

面

を

補
完

す

る
も

の
と

な

っ
て

い
る

の

で
あ

る

。

(
引

用
後

の

ロ
ー

マ
数
字

は

、
き

、書

§

黛

、ミ
亀

O
馬旨
§
ミ
馬
、鳶

曾

ミ
ミ
§

.

冨

号
臥
σ。
巷

色
切
巴

ぎ

一〇
日
癖

の
巻
数

、
記
号

D
は

、
ξ

嵩
魯
寵
§

ぎ
、
b
勘
ミ

越

§
栽
§

爵

O
α
巳
コ
。。。
コ
一〇
い忌

そ

の
後

の

ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
そ
れ
ぞ

れ

の

ぺ
ー

ジ

数
を
表

わ
す

。)

(
一
)

=
'-O
■O
§

ヨ
o
『
.奪

蹄
§

匙
蒋

§

魯

㌦
コ
　
O
o
。。
.を

o
「冨

切
ら
一
角
〇
三
昌
⑳
o
=

一〇8

沖
の
b
斜
い
を
参

照

。
も

つ
と

も

デ
ィ

ル
タ
イ
は

、
行

為
を

完
全

な
意

味

で

の
表
現
と

考
え

て
い
た
わ

け
で

は
な
く

、
む
し

ろ
完
全

な
意

味

で
の
表
現

(芸

術
を

典
型
と

す

る
よ
う

な
体
験

表
現

)
の
派
生

的
な
様
態

と
し

て
理

解
し

て

い

る

に
過
ぎ

な

い
。

こ

の
点

に
関

し

て
は
、
≦
b

=
子
o望
㌔
、§

§
、
さ

、嵜
爵

§
α。

餐
ミ

〉
ミ
Ψ§

譜
、
㍗
零
ミ
ら
ミ
～駄鼻
§

ミ
ミ
こ
嵩
誉

遣
O
魁
同
§

ミ
旨
ミ
§

§

恥嵩
」
昌

O
$

ω。
藍

簡§

窪

.メ

q。
'N
O
刈「
を

参
照

。

(
二
)

=
㌔
O
'O
僧α
碧
自
O
「り』
ざ
恥
、
、O
守
智
ミ

b
ミ
ミ
砲
堕
N
ミ
貸
ら}
馬嵩
謁
O
§
偽
嵩
識
脚
鴇
嵩
亀

、
象
ミ
昏

§
§

(一
お
ω
ζ

員

O
。
。。.≦
。「ド。
切
F
タ
冒

σ
ヨ
。。。三

〇
◎。
刃
を
参

照

。

(三
)
ガ

ダ

マ
ー
が
指

摘

す
る
よ
う

に
、
デ
ィ
ル
タ
イ

が
擁
護

し
た
ド

イ

ツ
歴
史

学
派

の
歴
史

家
達

の
方

法
的
態

度

に
は
、
部
分
と

全
体

の
関
係

か
ら

こ

の
双
方

の
意

味
を
明

ら
か

に
し
よ
う
と

す
る

ロ

マ
ン
主
義
解
釈

学

の
方
法

が

既
に
前
提

さ
れ

て

い
る
。
デ

ィ

ル
タ
イ
も

ま
た
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
を
は

じ
め

と

す

る

ロ

マ
ン
主
義
解
釈

学
か

ら
歴
史
学
派

へ
と
至

る
ラ
イ

ン
の
延
長
線

上

に

い

る
の
で
あ

り
、
彼
が

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル
マ

ッ
ハ
ー
の
解
釈

学

に
取

り
組

ん
だ

こ
と

に

は
必

然

性

が
あ

っ
た

の

で
あ

る

。
=
、-O
・O
巴

笛
∋
①
「リミ
暮

斗

巴

、
§

儀

さ

ミ
o
籍
ゆω
.8

一「
を
参

照

。
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(四
)

エ
oヨ

墜

Z
o
7
陶b
鴛
b
§
碕
o譜

動
§
譜

§
。。●O
α
a
諾

窪

一§

.

(五
)

ρ

「
しσ
巳

き
≦
b

§

亀

.ω。
藁

ぎ

=器
コ
一お
♀

を
参

照

。

(山ハ
〉

(δ
◎
「Oq
≦

。。0
7
.ξ
尋
熾識
ら
》、
§

ミ

ミ
壽

憲
§

」
只
≦
・望
剛欝
O
《

O
Oω
.ω0
7ユ
『8
戸
切
F
い.
qつ
'メ
X
×<
P

(七
)

O
「
切
亀
き

薫
.寝

ミ
塁

ψ
碧
悼
共

を
参
照

。

(八
)

デ
イ

ル
タ
イ

の
思
想
を
発

展
史

的
に
見

る
場
合

、

一
八

八
三
年

の

『精

神
科
学

へ
の
序

説
』

以
降
、
】
八
九

〇
年
代

に
至

る
ま

で

の
心

理
学
的

な

ア
プ

ロ
ー

チ

に
傾

い
て

い
た
時
期
を

中
期

、
一
九

〇
〇
年

の

『解
釈
学

の
成

立
』

以

降

の
解

釈
学
的
な

ア
プ

ロ
ー

チ
に
重
点
を
移

し
て

い

っ
た
時
期
を
後
期

と
考

え

る

こ
と
が

で
き

る

。
こ
う

し
た
変
化

は
、
研
究

や
論

争
を

通
じ

て
心
理

学
的
な

方
法

の
限
界
を
次

第

に
意
識
す

る

に
至

っ
た
ば

か
り

で
な
く

、
彼
が

一
九
〇

〇

年
頃

か
ら
、

『
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
の
生
涯
』

を
完
成

ザ

る
た
め

に
そ

の

思
想

体
系

の
研
究

を
再

開

し
た

こ
と

や
、
後

に
論
文

『
へ
ー
ゲ

ル

の
青
年

時

代
』

と

し

て
結
実

す

る
こ
と

に
な
る

ヘ
ー
ゲ

ル
の
研
究

に
取
り

組

ん
だ

こ
と

、

さ
ら

に

フ

ッ
サ
ー

ル

の

『論

理
学
研

究
一
に
刺

激
を
受

け

た
こ
と

等
が
様

々
に

作

用
し

て

い
る
と

考
え

ら
れ

る
。

(九

)
ガ

ダ

マ
ー
は
、
晩

年

の
デ

ィ
ル
タ
イ
が
従

来

の

「生

」
概

念
を

「精
神

」

の
概
念

に
置
き

換

え

た
点
を

取

り
上

げ

て
、

デ

ィ
ル

タ
イ

の
試

み
が
結

局

、

へ
ー
ゲ

ル

の

「
概
念

の
発
展
史

」
を
繰

り
返

し
て

い
る
に
過

ぎ
な

い
と
述

べ

て

い
る
。
し

か
し

ロ
ー

デ
ィ
が
指
摘

す

る
よ
う

に
、
デ

ィ
ル
タ

イ
は

あ
く
ま

で
生

の
概
念

に
固
執

し

て
お
り
、
そ

の
生

の
歴
史
性
を

明
ら

か

に
す
る

た
め

に
、
主

体
的

個
人
的
な
生

が
超
個

人
的

な
共
通
性

の
媒

体
と

し
て

の
客
観

的
精
神

へ
と

組

み
込
ま

れ
る
と

い
う
様
態

を
提

示
し
た

の
だ

っ
た
。
そ
う
し

た
意

味
に
於

い

て
、
「生

の
概
念

は
客

観
的
精
神

の
概
念

に
書
き

換
え

ら
れ

る
も

の
で
は

な
く
、

む

し

ろ
補

完

さ
れ

る
も

の
な

の

で
あ

る
」
。
=

・-ρ
O
巴

薗ヨ
①
3
ミ
§

き
ミ
、
§

駄

ミ
可§

爵

。。
■8
P

「
カ
a
二
)
。勇

7
旨

暮

。・
α。
。・
冨

σ
。房

。・①口σ。。£

曼

」寒

馬§
ミ
脅

魯
偽
罫

嵩
嵩鷺
タ

「
『雪

春

誹

即
ζ
」
§

.
ω
'いひ
箪

(
「
○
)
O
「
ロロ
oぎ

o§
象
§
廼
'ψ
一S
5
を
参

照

。
こ
こ

で
ボ

ル
ノ
ー
は

、
デ
イ

ル
タ
イ
の
こ
の
共
同
性
の
領
域
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
有
名

な

「
ひ
と

】)
窃

三
窪
」
の
概
念
と
相
重
な
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

(
「
『
)
も
ち
ろ
ん
言
語
習
得
の
よ
う
な
基
礎
的
な
理
解
に
関
わ
る
場
面
で
も
、

既
に
循
環
的
な
関
係
は
働

い
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
循
環
的
構
造
は
理
解
全
般

に
共
通
す
る
徴
標

で
あ
る
。

(
一
二
)
デ
イ
ル
タ
イ
が
、
誤
解
の
可
能
性
や
異
質
な
文
化
の
理
解
不
可
能
性

に
対
し
て
、
余
り
に
楽
観
的
で
あ

る
と

い
う
批
判
は
少
な
く
な

い
。
実
際
、
彼

の
う
ち
に
は
、
人
間
の
根
本
的
な
同
質
性
と
そ
の
同
質
性
を
基
礎

に
し
た
多
様

な
個
性
化
と

い
う

モ
デ
ル
は
依
然
と
し
て
残
存
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

=
・-O
b
巴
鎖ヨ
①「ψ
き

ミ
》
簿

§
亀
ミ
碍§

§
り
¢
NP
P
旨

を
参
照
。
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           Semper fallar et interdum fallar 
                 - Du raisonnement cartesien -

                                Seiji MUTO 

  Descartes a employe ces expressions, semper fallar (je me trompe toujours) et 
interdum fallar (je me trompe quelquefois), a travers des doutes developpes dans la 
meditation premiere (AT.VII-21). 11 nous semble qu'elles constituent une paire. Toutefois 
celle-ci mise a part, quelle est la signification de celle-la? Descartes suppose comme 
suit: asi la bonte de Dieu devait exclure qu'il m'ait cree tel que je me trompe toujours, 
cette meme bonte devait aussi s'opposer a ce qu'il permette que je me trompe 
quelquefois, ultime consequence qu'on ne peut pourtant pas soutenir (ibid.).)) Ce 
raisonnement cartesien semble une sorte de sophisme; mais nous le tenons pour 
indispensable. 
  Cest pourquoi nous voulons examiner 1'etat de « je me trompe toujours>> et tirer son 
importance au clair. Nous amorgons d'abord 1'examen des deux interpretations 
divergentes lues dans plusieurs traductions d'un passage cartesien. 

  Ensuite nous considerons la difference de ces deux expressions, c'est-a-dire, <(je me 
trompe toujours)) et c je me trompe quelquefois>>, surtout la particularite du mot 
atoujoursu. 
  En dernier lieu, nous montrons que oun profond trou d'eau>>, dans lequel etait tombe 
Descartes malgre lui a force des doutes hyperboliques, est plutSt le point auquel it avait 
voulu parvenir.

     Dilthey fiber den Begriff des objektiven Geistes 

                                Yasuo ORIHASHI 

  In seinen letzten Jahren fUhrt Dilthey den Begriff des objektiven Geistes (der 
Objektivation des Lebens) in seine Philosophie ein. Er versucht hier, diesen Begriff 
Hegels in einen fir die Zeit der Erfahrungswissenschaften passenden Begriff 

umzugestalten. Der neue Begriff der objektiven Geistes tritt zwar aus dem Entwurf der 
henneneutischen Philosophie heraus, den Dilthey in spateren Jahren versucht, steht aber 
such zu seinen fruheren Untersuchungen tuber das dichterische Schaffen (bzw. die 

dichterische Einbildungskraft) immer noch in einer engen Beziehung. 
  Dilthey beginnt damit, von fiuh an die weltanschauung-eroffnende Leistung des 

Dichters ins Auge fassend, den Vorgang des dichterischen Schaffens psychologisch zu 

erortem. Spater legt er auf die schOpferische Leistung des Ausdrucks als solches mehr 
Nachdruck, indem er die hermeneutischen Beziehungen zwischen Ausdruck and 
Verstehen in Betracht zieht, halt aber zugleich auch an manchen friiheren Einsichten fest. 
Der Diltheysche Begriff des objektiven Geistes umfaflt also such seine ftheren 

Untersuchungen fiber das dichterische Schaffen. Sein sinnvoller Inhalt konnte sich erst 
aus diesem Gesichtspunkt erklaren. 
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