
〈
研

究

論
文

９
〉

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
と
西
田
幾
多
郎
の
芸
術
論

序

全

集

第

五

巻

に

収

め

ら

れ

た

諸

論

文

に

対

す

る

著

者

自

身

の

前

書

き

の

中

で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
（
Ｗ
ｉ
ｌ
ｈ
ｅ
ｌ
ｍ
　
Ｄ
ｉ
ｌ
ｔ
ｈ
ｅ
ｙ
,
　
１
８
３
３
-
１
９
１
１
)
は
「
生
を
生
自

身

か

ら

理

解

し

よ

う

と

す

る

、

私

の

哲

学

的

思

考

を

支

配

す

る

衝

動

」

（
V
,
 
4
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「
生
を
生
自
身
か
ら
理
解
す
る
」
と
い

う

こ

の

簡

潔

な

命

題

の

中

に

は

、

デ

ィ

ル

タ

イ

の

生

の

哲

学

の

根

本

的

態

度

が

表

明

さ

れ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

こ

に

は

生

の

背

後

に

超

越

的

な

原

理

を

措

定

す

る

形

而

上

学

的

態

度

を

排

し

て

、

生

を

生

の

所

与

そ

の

も

の

に

基

づ

い

て

捉

え

よ

う

と

す

る

デ

ィ

ル

タ

イ

の

内

在

論

的

態

度

が

表

明

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

さ

て

、

生

の

所

与

は

ま

ず

個

人

の

体

験

の

中

に

現

わ

れ

る

。

し

か

し

デ

ィ

ル

タ

イ

に

お

け

る

体

験

は

、

対

象

世

界

に

対

立

す

る

認

識

主

観

で

は

な

い

。

柴
　
野
　
博
　
子

そ

れ

は

、

主

観

と

客

観

が

分
化

す

る
以

前

の
、

主

客

未

分

の

状
態

で

あ

る
。

こ

う

し

た
体

験

か

ら

出
発

す

る
点

で

、

デ

ィ

ル

タ
イ

の

哲

学

は

、

デ

カ

ル

ト

以

来

の

西

欧

の

伝

統

的

な

二
元

論

の
図

式

を
超

え

た
新

し

い
思

想
で

あ

る
と

言

う

こ

と

が

で

き

よ

う

。

一
方
、
西
田
幾
多
郎
（
１
８
７
０
-
１
９
４
５
）
は
、
『
善
の
研
究
』
の
「
版
を
新
に

す

る

に

当

っ
て

」

に

お

い

て

、

次

の

よ

う

に

の

べ

て

い

る

。
「

私

は

何

の

影

響

に

よ

っ
た

か

は

知

ら

な

い
が

、

早
く

か
ら

実

在

は
現

実

そ

の

ま

ま
の

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

い

わ
ゆ

る
物

質

の
世

界

と

い

う

如
き

も

の
は

こ

れ

か

ら

考

え

ら

れ

た

も

の

に
過

ぎ

な

い
と

い

う
考

え

を

有

っ
て

い

た
。

…

…

そ

の
頃
の
考
え
が
こ
の
書
の
基
と
も
な
っ
た
か
と
思
う
。
」
（
I
,
7
)
こ
こ
に

は

「
純

粋

経

験

」

の
思

想

の
由

来

が

の

べ
ら

れ

て

い

る

が

、
こ

の
純

粋

経

験

こ

そ
西

田

に

と

っ
て
唯

一

の
実

在

で

あ

り

、

彼

の

思

索

の

出
発

点

を

な

す

も

の

で

あ

っ
た

。

こ

の
純

粋

経

験

は
、

デ

ィ

ル

タ
イ

の

場

合

と
同

じ

く

、

主

客



未
分
の
直
接
経

験
で

あ
る
。
ま

た
西
田

は
、
純
粋
経

験
の
内

に
含
ま
れ
る
思

惟
の
働
き

に
よ

っ
て
純

粋
経
験

の
自
覚

の
進
展

を
説
明

す
る
と
い
う
、
内
在

論
の
立
場
を
と

っ
て

い
る
。

西
田
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
出
発
点
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
類
似
性
は
、
近
代

哲
学

か
ら
現
代

哲
学
へ
の
転
換
期
に
現

わ
れ

た
東
西

の
二
つ
の
思
想
の
同
時

代
性
と

捉
え

る
こ
と
が
で
き

る
で

あ
ろ

う
。

さ
ら

に
芸
術
に
つ
い
て
み

る
と
、
芸
術
は
概
念
的
思
惟
を
介
さ
ず
に
根
源

的
な
も

の
を
直
接
表
現
す
る
も
の
と
し
て

、
両

者
と
も
こ
れ
に
高
い
価
値
を

与
え
て

い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
彼
ら
が
到
達

し
た
芸

術
の
理
論
、
す
な
わ
ち
デ
ィ
ル
タ
イ

の
解
釈
学
と
西

田
の
芸
術
論
の

間
に

は
、
非

常
に
大
き
な
相
違
が
見
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

は
デ
ィ

ル

タ
イ

の
解

釈
学
と
西

田
の
芸
術
論
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
二

つ
の
思

想
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　

デ

ィ

ル

タ
イ

の

解

釈

学

十

九
世
紀
は
、
デ

ィ
ル

タ
イ
が
学
ん
だ
ベ
ル
リ
ン
大
学
を
中
心

に
歴
史
学

派
が

台
頭
し
、
歴
史
の
研
究
が
非
常
に
盛
ん

に
な

っ
た
時
代
で
あ

る
。
こ
う

し
た
背
景
か
ら
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
的

理
性
批
判
」
が
デ

ィ
ル
タ
イ
の
生
涯
の
課
題
と
な

っ
た
。

は
じ

め
デ
ィ
ル
タ

イ
は
心
理
学
的
方
法

に
よ

っ
て
こ
の
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
し

た
が

。
後

に

は
心
理
学
的
方
法

か
ら
解
釈
学
的
方
法
へ
と
徐

々
に
重

心
が

移
行
し
て
ゆ
く
。

近
年
デ

ィ
ル

タ
イ

の
遺
稿
が
次

々
と
刊
行
さ
れ
、
そ

れ
に
伴
っ
て

デ
ィ
ル
タ

イ

像
も

変

貌

し

つ

つ

あ

る

が

、

デ

ィ

ル

タ
イ

哲

学

の

現

代

的
発

展

を
考

え

る

な

ら

ば

、

解

釈

学

の

重

要

性

は

や

は
り

否

定

で

き

な

い

で

あ

ろ

う
。

し

た

が
っ
て
こ
こ
で
は
、
『
解
釈
学
の
成
立
』
（
1
9
0
0
）
と
『
精
神
科
学
に
お
け
る

歴

史

的

世

界

の

構

成

』
（
１
９
１
１
）

を

中

心

に

、

デ

ィ

ル

タ

イ

の

解

釈

学

を

考

察

し

て

ゆ

き

た

い

。

1
　
体
　
験

デ

ィ

ル

タ
イ

の

解

釈

学

は

「
体

験

・

表

現

・

理

解

」

の

連

関

か

ら

成

り

立

っ
て

い

る

が

、

そ

の

根

底

を

な

す

も

の

は

「
生

」

で

あ

る
。
「
こ

こ

で

は

生
が
生
を
捉
え
る
」
（
Ⅶ
,
 
１
３
６
)
 
と
い
う
言
葉
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

デ

ィ

ル

タ
イ

に

お

い

て

は

生

は

主

観
で

あ

る

と

と

も

に
客

観

で

も

あ

る

。

言

い

換

え

れ

ば

、

生

は

単

に

個

々

の

人
間

の

生

を
意

味

す

る
ば

か

り

で

は

な

く
、

同

時

に

、

自

己

と

世

界

と

の

包

括

的

な

連
関

を
も

意

味

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

生

の

概

念

は

二

重

の

意
味

で

使

わ

れ
て

い

る
が

、

解

釈

学

の

本

来

の

対

象

は

包

括

的

な

連

関

と

し

て

の

生

一

般

で

あ

る
。

さ

て

、

解

釈

学

の

第

一
の

契

機

は

「

体

験

」

で

あ

る

。

体
験

は

い
わ

ば

生

の
内
化
で
あ
る
。
体
験
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る

。
「
体

験

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｅ
ｎ
）

は

。

現

実

が

私

に

と

っ
て

存

在

す

る

、

他

と

区

別

さ

れ

た
特

別

な
お

り

方
で

あ

る
。

つ

ま

り

、

体

験

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｎ
ｉｓ
）

は

、

知

覚

さ

れ

た
も

の

な

い

し
表

象

さ
れ

た

も

の

と

し

て

、

私

に

立

ち

向

か

っ
て

く

る

も

の

で

は

な

い
。

…
…

体

験

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｎ
ｉｓ
）

と

い

う

現

実

が

私

に

と

っ
て

存

在

す

る

の

は

、

我

々

が

こ

れ

を

感

知

す

る

（
ｉｎ
ｎ
ｅ
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
）



こ
と

、
す

な

わ

ち
我

々

が

こ

れ

を

何

ら

か

の

意

味

で
私

に

属

す

る

も

の

と

し
て
、
直
接
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
（
Ⅶ
，
　
３
１
３
)

こ

こ
で

は

ま
ず

、

体

験

に

お

い

て

は

、

体

験

す

る

働

き

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｅ
ｎ
）

と

体

験
内

容

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｎ
ｉｓ
）

が

不

可

分

に
結

合

し

て

い
る

こ

と

が

指

摘

さ
れ

る

。

そ

し
て

こ

う
し

た

体
験

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｎ
ｉｓ
）

を

見

い
だ

す

方

法

が

「
感

知

」

と

よ

ば

れ
、

主

観

と

客

観

の
分

裂

を

前

提

と

す

る

把

握

方
法

か
ら

区

別

さ

れ

て

い

る

。デ

ィ

ル

タ
イ

に

お

い
て

こ

の

体

験

の

概
念

は

、
以

前

の
感

情

の

概
念

か

ら

発

展

し

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

完

全

な

体
験

概

念

は
、

包

括

的

な
連

関

と

し

て

の

生

の

概

念

に
呼

応

し

て

、

単

な

る
感

情

だ

け

に

と

ど

ま

ら

ず

、

対

象

そ

の

も

の

を

包

括

す

る

よ

り

大

き

な
統

一
を

意

味

し

て

い

る

。

そ

し

て

そ

こ

で

は
知

情

意

が

構

造

連

関

を

な

し

て

い

る

の
で

あ

る

。

2
　
表
　
現

上

述

の

よ

う

に

、

体

験

に

は

、

体
験

を
感

知

す

る

と

い

う

形

で

、

生

に

つ

い
て

の

知

が

与

え

ら

れ

て

い
る

が

、
そ

れ

は
、

ま

だ

ほ

と

ん

ど

意

識

さ

れ

て

い
な

い

、

不

確

か

な

も

の

で

あ

る
。

生

が

自

己

を

客

観

化

し

て

表

現

と

な

り

、

さ

ら

に

こ

の

表

現

を

理

解

す

る

こ

と

に
よ

っ
て

は

じ

め

て

、

生

は

自

己

自

身

に
つ

い

て

の

明

確

な

知

に

到

達

す

る
。

こ

う

し

て

解

釈

学

の

第

二

の

契

機

は

「
表

現

」
で

あ

る

。

ま
ず

体

験
と

表

現

の

関

係

か

ら

見

て

ゆ

き

た

い

。

こ
れ

に

つ

い

て

デ

ィ

ル

タ
イ

は
次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

「
体

験

は
表

現

を
得

る

。
表

現

は

体

験

を
十

分

に
表

出

す

る

。

表
現

は

新

し
い
も
の
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
。
」
（
Ⅵ
，
　
３
１
７
)

こ

こ

か

ら

次

の

二

つ
の

こ

と

を
取

り

出
す

こ
と

が

で

き

る

。

1
　
表
現
は
「
体
験
を
十
分
に
表
出
す
る
」
。
つ
ま
り
体
験
は
完
全
に
表
現

の

中

に

と

り

こ

ま

れ

、

表

現

は

体

験

の
全

体

を

含

ん

で

い

る

と

い

う

こ
と

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

体

験

と

表

現

が
完

全
に

対

応

し

て

い

る

。

２
　

表
現

は

「
新

し

い

も

の

を

浮

び
上

が

ら

せ

る
」
。

こ
れ

に

関

連

し

て

、

別

の
箇

所

で

は

こ

う

言

わ

れ

て

い

る
。
「
表

現

は

こ

れ

ら

の

〔
意

識

が

到

達

し
え
な
い
よ
う
な
〕
深
み
か
ら
生
ず
る
。
表
現
は
創
造
的
で
あ
る
。
」
（
Ⅷ
’

2
2
0
)
 
す
な
わ
ち
表
現
と
は
、
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
体
験
を
単
に
模
写
す

る
だ

け

で

は

な
く

て

、

ま
だ

無

規

定

な

状

態

に
あ

る
体

験

に
形

を

与

え

、

こ

う

し

て

体

験

そ

の

も

の
を

形

成

す

る

こ

と
で

も

あ

る
。

言

い
換

え

れ

ば

、

無

規

定

な

体

験

を

分

節

化

（
Ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｋ
ｕ
ｌａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
）

し

て

、

こ

れ

を

明

確

な

意

識

に

も

た
ら

す

こ

と

で

あ

る
。

表

現

の

こ

う

し

た

創
造

的

能

力

に
よ

っ
て

、

体

験

は

は
じ

め

て

現

実

性

を
も

っ

た
も

の

に
発

展

す

る
。

生

と

は
し

た
が

っ
て

、

決

し

て

完

結

し

た
所

与
で

は
な

く

、

創

造

的

な
過

程

と

し

て

た
え

ま

な

く
発

展

し

て

い

る
も

の

な

の
で

あ

る
。

し
か
し
こ
の
無
規
定
な
も
の
か
ら
の
形
成
は
、
有
機
的
発
展
の
イ
メ
ー
ジ

で

捉

え

ら

れ

て

は

な

ら

な

い

。

有

機

的
発

展

に
お

い

て

は

萌

芽

と

し

て

あ

っ

た

も

の

が

展

開

す

る
の

で

あ

る

が

、

そ
の

場

合

に

は

真

に

新

し

い

も

の

は
何

ら

登

場

せ
ず

、

萌

芽

の

う

ち

に

最
初

か
ら

含

ま

れ

て

い

た

も

の

だ
け

が

具
現

す

る

。

だ

が

生

が

表

現

と

な

っ
て

自

己

自

身

を

形

成

し

て

ゆ

く

過

程

は
、

ゲ

ー

テ

の
形

態

学

に

見

ら

れ

る

よ
う

な

有

機

的

展

開

に

つ
き

る
も

の
で

は
な

い

。



ゲ
オ
ル
ク
・
ミ
ッ
シ
ュ
が
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
。
そ
れ
は
「
同
時
に
創

造
で
も
あ
る
よ
う
な
展
開
」
（
Ⅶ
,
 
２
３
２
）
で
あ
る
。
創
造
的
な
形
成
が
行
わ

れ
る
た
め
に
は
、
内
側
に
由
来
す
る
動
き
と
外
側
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
と

が

ぶ

つ

か
り

あ

い
対

決

す

る
必

要

が

あ

り

、

そ

の

時

は
じ

め
て

あ

る
作

品

の

統
一
的
な
形
成
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
。
生
の
前
進
を
一
時
中
断
し
て
、
自

己

の
中

で

外
部

か
ら

の

も

の
を

統

合
す

る

と

い

う

困

難

な
作

業

で

あ

る
。

創

造

的

な

形

成

は

、

こ
の

よ

う

な
作

業

の

内

で

こ

そ

成
し

遂

げ
ら

れ

る
。

こ

こ

で

重

要

な

の

は

、

生

は
決

し

て

閉

ざ

さ

れ

た

も

の

で

は

な

く
、

つ

ね

に

新

た

な
可

能

性

に
対

し

て

開

か

れ
て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

さ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
広
義
の
表
現
を
生
の
表
出
（
L
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ａ
ｕ
β
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）

と

も

よ

び

、

こ

れ

を
陳

述

、
行

為

、

体

験

の

表

現

つ

ま

り

狭
義

の

表
現

に
区

分

し
て

い

る
。

そ
し

て

体

験

の

表

現

を

さ

ら

に

日

常

の

表

現
と

芸

術
作

品

に

分
け

て

い

る
。

こ

の

う

ち

論

理

的

な

陳

述

は

体

験

か

ら

切

り

は

な

さ

れ

て

お

り

、

ま

た
あ

る

目

的

を

も

っ
た

行

為

は

体

験

の

一
部

し

か

表

現

し

て

い

な

い

。

体

験

の

表

現

の

な

か

で

も

日

常

の

表

現

は
。

実

際

的

な

関

心

か

ら

虚

偽

の

入

り

こ

む

場

合

が

あ

る

。

こ

れ

に
対

し

て

芸

術

作

品

は
。

実

際

的

な

関

心
を

は

な
れ
た
純
粋
な
表
現
で
あ
り
、
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
真
実
な
る
も
の
」
（
Ⅶ
，

２
０
７
)
 
で
あ
る
。
そ
の
上
芸
術
作
品
こ
そ
、
ま
さ
し
く
「
同
時
に
創
造
で
も

あ

る
よ

う
な

展

開

」

に
よ

っ
て

生

み

出

さ

れ

た

も

の

に

外
な

ら

な

い
。

こ

こ

か
ら

デ

ィ

ル

タ
イ

の

解

釈

学

に

お

い

て

は

。

芸

術

作

品

が

特

別

な

重

み

を

も

っ
て

い

る

こ
と

が

理

解

で

き

る
。

3
　
理
　
解

こ

こ

で

解

釈

学

の

第

三

の

契

機

で

あ

る

「
理

解
」

に
移

る

こ

と

に
し

よ

う

。

デ

ィ

ル

タ
イ

は

「
理

解
」

を

こ

う

定
義

す

る

。
「

わ

れ

わ

れ

は
、

わ

れ

わ

れ

が

外

か
ら

与

え

ら

れ

た
記

号

か
ら

内

的

な

も

の

を

認

識
す

る
過

程

を

、

理

解

と
呼
ぶ
。
」
（
Ⅶ
，
　
３
０
９
)
 
そ
し
て
「
永
続
的
に
固
定
さ
れ
た
生
の
表
出
の
技

術
的
な
理
解
」
を
解
釈
と
名
づ
け
る
（
Ⅶ
，
３
０
９
）
°
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は

「

理

解
」

は

「
表

現

の

理

解
」

と

規

定

さ

れ

、

精

神

科

学

の

固

有

の

方

法

と

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

①
　

基

礎

的

理
解

と

高

次

の

理

解

デ

ィ

ル

タ
イ

は

理

解

を

基

礎

的

理

解
と

高

次

の

理

解

に

分

類
す

る

。

基

礎

的

理

解
と

は

個

々

の

表

現

の

理
解

で

あ

る

。

デ

ィ

ル

タ
イ

は

、
後

期

に

な

る

と

、

基
礎

的

理

解

の

媒

体

と

し

て

。
「
客

観

的

精

神

」

と

い

う

概

念

を

導

入

す

る

。

こ

の
用

語

は

ヘ
ー

ゲ

ル

か

ら
受

け

つ

い
だ

も

の

で

あ

る

が

、

デ

ィ
ル

タ
イ

は

こ

れ

を

新

し

い
概

念

に

作

り

変
え

て

い
る

。

デ

ィ

ル

タ
イ

の

定

義

に
よ

れ

ば

、

客

観

的

精

神

と

は

「

人

々

の

間

に
成

立

し

て

い
る

共

通

性

が
感
性
界
に
客
観
化
さ
れ
た
多
様
な
形
式
」
（
Ⅶ
,
　
２
０
８
)
で
あ
り
、
そ
の
領

域

は
生

の
様

式

か
ら

、

倫

理

、
法

、

国

家

、

宗

教

、

芸
術

、
学

問

及

び
哲

学

に

ま
で

及

ぶ

。

デ

ィ

ル

タ

イ

は
以

前

は
理

解

の

根

拠

づ
け

の

た

め

に
人

間

本

性

の
同

一
性

を

前

提

に
し

て

い

た

が
、

今

や

理

解

が

行

わ

れ

る

の

は

、
共

通

性

と

い

う

媒
体

が

あ

っ
て

、

我

々

が

は
じ

め

か
ら

こ

の

媒

体

の
中

に
浸

さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
。

こ
う
し
た
媒
体
の
中
で
行
わ
れ
る
個
々
の
表
現
の
理
解
は
直
接
的
で
あ
り
、



ま

た
無

意

識

的
で

あ

る
。

要

す

る

に
基

礎

的

理

解

と

は

、

我

々

が

日

常

生
活

の

中

で

普

通

に
行

っ
て

い

る

理
解

の

こ
と

で

あ

る

。

基

礎

的

理

解

の

土

台

の
上

に

、
高

次

の

理

解

が
形

成

さ

れ

る

。

デ

ィ

ル

タ

イ

に

よ
れ

ば

、
基

礎

的

理

解

が
妨

げ

ら

れ

て

個

々

の

表

現

が

そ

れ

だ

け

で

は

理

解

で

き

な

く

な

っ
た

時

、

生

の

連

関

の

全

体

に

遡

っ
て

、

あ

ら

た

め

て

そ

の
表

現

を

理

解

し

よ

う

と

す

る

。

こ

れ

が

高

次

の

理

解

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

こ

れ

は

意

識

的

な

理

解

で

あ

る

。

こ

こ

か

ら

高

次

理

解

の

第

二

の

特

徴

が

生

ま

れ

る

。

す

な

わ

ち

生

の

連

関

全

体

に

遡

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

基

礎

的

理

解

で

は

遮

断

さ

れ

ざ

る

を

え

な

か

っ

た
個

別

性

の

概

念

が

前
面

に

出

て

く

る

。

こ

の

個

別

性

を

捉

え

る
と

い

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
高
次
理
解
は
基
礎
的
理
解
か
ら
区
別
さ
れ
、
こ
の
特

徴
の
ゆ
え
に
は
じ
め
て
高
次
理
解
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
」
（
Ⅶ
，
　
２
１
２
)
°

デ

ィ

ル

タ
イ

の

本

来

の

仕

事

が

個
別

的
形

態

の

中

に

刻

印

さ

れ

た

こ

の

高

次

の

精

神

的

生

に

向

け

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

読

み

取

れ

る

。

そ

し

て

こ

の

高

次

理

解

が

解

釈

で

あ

る
と

言

っ
て

さ

し

つ

か

え

な

い

。

②
　

よ

り

よ

き

理

解

（
Ｂ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
-
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔｅ
ｈ
ｅ
ｎ
）

デ

ィ

ル

タ
イ

に

よ

れ

ば

、

解

釈

学

的

手

続

の

最

終

目

標

は

「
著

者

が

自

分

自

身

を

理

解

し

て

い
た

以

上

に

、

著

者

を

よ

り

よ

く

理

解

す

る

こ

と

」

で

あ

る

｛

ｊ

ｓ

｝
）
。

そ

こ

で

こ

の
公

式

を

手

掛

か

り

に

し

て

、

デ

ィ

ル

タ
イ

の

解

釈

学

の

特

質

を

さ

ら

に

考

察

し

て

ゆ

き

た

い

。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
よ
り
よ
き
理
解
」
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
無
意

識

的

創

造

の

理

論

で

あ

る

。

芸

術

家

は
内

的

衝

動

に

か

ら

れ

て

無

意

識

の

う

ち
に
創
作
す
る
。
し
か
し
解
釈
は
意
識
的
な
営
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
著

者
の
意
識
し
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
を
取

り
出

す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
デ
ィ
ル

タ
イ

は
こ
の
公
式
に
よ

っ
て
何
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
デ
ィ
ル

タ
イ
自
身
に
語
ら
せ
よ
う
。

「
著
者
が
自
分
自
身
を
理
解
し
た
以

上
に
よ
く
理
解
す

べ
し
と
い
う
規
則

か
ら
、
詩
作
の
理
念
に
関
す
る
問
題
も
ま
た
解
決
さ
れ
る
。
詩
作
の
理
念

は
（
抽
象
的
思
惟
と
し
て
で

は
な
く
）
、
作
品

の
有
機
的
構
造

の
中
で
作

用

し
て
い
て
作
品
の
内
面
的
形
式
か
ら
理
解
さ
れ
る
、
無
意
識
的
連
関

の

意
味
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
Ⅴ
,
3
3
5
)
　

こ

こ
で
デ
ィ
ル

タ
イ

は
詩
作
の
理
念
と
い
う
作
品

の
中
核

に
迫
ろ
う
と
し

て
い
る
。
詩
作
の
理
念

は
、
抽
象
的
な
思
想
に
還
元

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

創
作
の
過
程
で
無
意
識
的
に
働

い
て
い
る
内
的
連
関
で

あ
る
。
そ
の
理
念

は

静
態
的
な
も
の
で
は
な
く
て
動
態
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
作
品
の
内

的
形

式
を
追
体
験
す
る
と
い
う
方
法
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
解
釈
者
が
そ
の
理
念
を
取

り
出

し
て
見
せ
る
こ
と
こ
そ
、

「
解
釈
学
の
最
高
の
勝
利
」
な
の
で
あ

る
（
Ｖ

，　
３
３
５
）

ま
た
作
者
の
意

識

し
て
い
な
か

っ
た
理
念
を
明
確
な
意
識

に
も
た
ら
す
こ
と
は
、
創
造
的
な
方

法
で
あ
る
。

ボ
ル
ノ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
を
継
承
発
展
さ
せ
て
、
表
現
の
あ
ら

ゆ

る
理
解
は
必
然
的
に
よ
り
よ
き
理
解
で
あ
る
と
言
う
。

そ
の
理
由
は
、
一
方

で
は
無
意
識
の
う
ち
に
生
み
出
さ
れ
た
表
現
は
お
の
ず

か
ら
自
己
の
完

成
の



た
め
に
解
釈
を
要
求
す
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で

は
解
釈

は
本

来
創
造

的
な
営
み
で

あ
り
、
作
品
の
新
た
な
意
味
を
見
い
だ
す

か
ら
で
あ

る
。
表
現

と
解
釈
、
創
造
と
理
解
の
相
互
作
用
の
中
に
、

ボ
ル

ノ
ー
は
精
神

の
発
展
を

見
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要

な
こ
と

は
、

デ
ィ
ル

タ
イ

（
学
派
）

に
お

い
て

は
作
品

は
そ

れ
自
身
で
は
完
結
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
完
成
な
い
し
発
展

の
た
め
に
創
造
的

理
解
を
求
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

③
　

解
釈
学
的
循
環

さ
て
解
釈
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
難
問
が
ま
つ
わ
り
つ
く
。
そ

の
代
表

的
な
も

の
が
「
解
釈
学
的
循
環
」
で
あ
る
。

第
一
は
「
部
分
と
全
体
」

の
循
環
で

あ
る
。
「
す
べ
て

の
理
解

に
共
通
な

の
は
、
規
定
的
・
未
規
定
的
な
部
分
の
把
握
か
ら
全
体
の
意
味
の
把
握
へ
進

ん
で

い
こ
う
と
し
、
だ
が
こ
の
試
み

は
、
全
体
の
意
味

か
ら
部
分

を
規
定
し

よ
う
と
す
る
試
み
と
交
代
し
つ
つ
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
Ⅶ
’

２
２
７
）
こ
の
循
環

は
果
て
し
な
く
続
き
、
理
解

は
決
し
て
完
結
し

な
い
。

第
二
は
「
体
験
と
理
解
」

の
循
環
で
あ

る
。
デ

ィ
ル
タ
イ

の
後

期
に
は
生

の
時
間

性
が
重

視
さ
れ

る
よ
う

に
な
る
が
、
こ

れ
に
応

じ
て

「
体

験
と

理

解
」
の
循
環
が
よ
り
困
難

な
問
題
と
し
て

立
ち
現
れ
て
く

る
。
た
し
か
に
理

解
は
体
験
を
前
提
と
す

る
。
し

か
し
理
解

の
過
程
で
体
験

は
深
化

拡
大
す

る
。

現
在
は
、
過
去
を
担

い
未
来

を
孕
み
つ
つ
、

た
え
ず

進
展
し
て

い
く
。
こ
の

進
展
し
て
い
く
生

に
お
い
て

、
理
解

は
た
え
ず
変
化
す

る
。
歴
史

の
経
過
の

中
で
過
去
の
時
代
の
新

た
な
意
味
が
発
見

さ
れ

る
の
も
こ

の
た
め
で

あ
る
。

歴
史
は
未
来
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
世
界
の
「
意

義

連

関

」

は

理

解

に
対

し

て

決

し

て
完

結
す

る
こ

と

が

な

い
の

で

あ

る
。

歴

史

の

進

展

と

と

も

に
我

々
の

理
解

も

変

化

す

る
と

い
う

こ

と

は

、

理
解

の

普

遍

妥

当

性

を

め

ざ

し

て

い

る

デ

ィ

ル

タ

イ

に

と

っ
て

重

大

な

問

題

で

あ

つ

た
。

デ

ィ

ル

タ
イ

は
こ

の

問

題

に

悩

み

な
が

ら

、

つ

い

に
こ

れ

を

解

決

す

る
こ

と

が

で

き

な

か

つ
た
。

し

か

し

今

日

か
ら

見

れ

ば

、

こ

れ

は

歴

史

的

世

界

に

お
け

る
人

間

の
存

在

構

造

そ

の

も

の

に

外

な
ら

な

い
。

デ

ィ
ル

タ
イ

の

解

釈

学

は

、

こ

こ

に
至

つ
て

、

単

な

る

精
神

科

学
の

方

法

論

を

こ

え

て

、

す

で

に
歴

史

的

世

界

に

お
け

る
人

間

の

存

在
論

に

足
を

ふ

み

入

れ

て

い

た

の

で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
、

ガ
ダ

マ

ー
に

よ

っ
て

捉

え

な

お
さ

れ

て

、
今

日

の
哲

学

的

解

釈

学

に

発

展
し

て
い
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
中
に
あ
っ
た
と
言
え

る
の

で

は
な

か
ろ

う

か
。

二
　

西

田

幾

多

郎

の

芸

術

論

と

の

比

較

次

に

デ

ィ

ル

タ

イ

の

解
釈

学

と

西

田

の

芸

術

論

を
比

較

し
て

み

よ
う

。
西

田

に

は

「
芸

術

哲
学

」

と
し

て

独
立

し

た

も

の

は

な

い

が

、

そ

の
思

索

が

展

開
す

る

な

か
で

、

二

度

に

わ

た
り

、

か

な

り

集

中

的

に

芸

術

を

論
じ

て

い

る
。

第
一
は
、
中
期
の
『
芸
術
と
道
徳
』
（
１
９
２
３
)
で
あ
る
。
第
二
は
、
後
期
の

「
歴

史

的

形

成
作

用

と

し
て

の
芸

術

的

創

作

」
（
１
９
４
１
）
（
『
哲
学
論

文
集
第
四
』

所
収
）
で

あ

る
。

ま

ず

こ

の

二

つ

の
芸

術

論

を

考

察

し

た

い

。

1
　
中
期
の
芸
術
論



『
芸
術
と
道
徳
』

は
、
西
田
が

「
純
粋

経
験
」

の
立
場

か
ら

「
絶
対

意
志
」

の
立
場

に
移
行
し
た
時
期
の
著
作
で

あ
る
。

絶
対
意
志

と
は
、
人
間

の
認
識

作
用

の
背
後

に
あ

っ
て
、
こ
れ

を
作
用

さ
せ
る
「
作
用

の
作
用
」
で

あ
る
。

こ
の
時
期
に
は
す
べ
て
の
実
在
が
―
―
し
た
が
っ
て
芸
術
も
―
―
絶
対
意
志

の
自
己

実
現
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。

西

田
が
こ

の
思
想
を
経
験

に
即
し
て

明
ら
か
に
す

る
上
で

一
つ
の
有
力
な

論
拠
に
な
っ
た
の
は
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
表
現
理
論
で

あ
る
。
「
美
の
本
質

」

に
お
い
て
西
田

は
こ
う
述
べ
て

い
る
。

「
氏
「

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
」

に
従
え

ば
、
物
は
そ
の
単
な
る
存

在
に
よ
っ
て

我

々
の
知
識

の
対
象
と
な

る
の
で

は
な
く
、
我
々
は
我
物

に
構
成
す

る
こ

と

の
で
き

る
結
果
の
み
を
受
け
得

る
と
云

う
の
で

あ
る
か
ら

、
此

考
を
徹

底

的
に
す
れ

ば
、
実
在

は
我

々
が

構
成
し
た
結
果

の
表
現

た
る
形

像
よ
り

成
る
と
云

う
の
外

は
な
い
。
我
々
の
精
神
作
用
は
孰
も
心
内

の
事
件
と
し

て

已
む
も
の
で

は
な
く
し
て

、
必
ず
肉
体
に
於
て

表
出
を
求
め
る
。
表
出

運
動
は
精
神
現
象
の
外
面

的
符
牒
で
は
な
く
し
て

、
基
発
展
完
成
の
状
態

で

あ
る
。
精
神
作
用

と
表
出

運
動

と
は
内
面
的
に
一
つ
の
作
用
で

あ
る
。
」

（
Ⅲ
,
　
２
６
８
）

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
表
出

理
論
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
我
々
の
心
の
内
面
は
そ

れ
自
身
で
は
不

安
定
な
も
の
で

あ
る
が
。
表
現
の
な
か
で
は
じ
め
て

安
定
し

た
姿
と
な
り
、
真
の
意

味
の
実
在
と
な
る
。
表
出
作
用
は
い
わ
ば
精
神
作
用

の
発
展
完
成
し
た
状
態
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
言
語
は
思
想
の
単
な
る
符
牒

で
は
な
く
て

思
想
の
表
出
運
動
で

あ
る
。
言
語
に
よ

っ
て
思
想
は
己
自
身
を

完

成
す

る

の
で

あ

る
。

西

田

は

芸

術

を

主

に
視

覚

作

用

に

お

い
て

見

て

い

る
が

、
視

覚

作

用

に

つ

い

て

も

こ

の

観

点

か
ら

論

じ

ら

れ

る
。

「
併

し

、

我

々

の

世
界

は
単

に
思

想

や

言

語

に

よ

っ
て

表

現

せ

ら

れ

る
世

界

の

み

で

は

な

い
。

我

々

の

精

神

作

用

は

い

ず

れ

も

無

限

な

る

活

動

で

あ

っ
て

、

各

自

表
現

の
世

界

を
有

っ
て

居

る

。

純

な

る

視
覚

作

用

は

思

惟

が

言

語

に
発

展

す

る
如

く

に

、
自

ら

我

々
の

身

体

を
動

か
し

て

一
種

の

表

出
運
動
に
発
展
す
る
。
こ
れ
が
芸
術
家
の
創
造
作
用
Ｋ
u
ｎ
ｓ
ｔ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
で
あ
る
。
」
（
Ⅲ
,
２
６
８
)

す

な

わ

ち

芸

術

は

、
「
作

用

の

作

用
」

と

し

て

の

純

な

る

視

覚

作

用

が

芸

術

家

の
身

体
活

動

を

介
し

て

自

己

を

実

現

し

た
も

の

で
あ

る
。

こ

こ

で

は

芸

術

は

絶

対

意

志

が

人

間

を

通
し

て

現

わ
れ

る
比

類

な

き

例
証

と

な

っ
て

い

る
の

で

あ

る

。

2
　
後
期
の
芸
術
論

芸

術

は

根

源

的

な

も

の

の
表

現

で
あ

る
と

い
う

点

は

中

期

か
ら

一
貫

し

て

い
る

が

、

こ

の

時

期

の

根

源

的

な

も

の

は
歴

史

的

生

命
で

あ

る
。

し

た
が

っ

て
「
芸
術
は
歴
史
的
生
命
の
表
現
で
あ
る
」
（
Ｘ
，
　
２
２
３
)
　
こ
の
歴
史
的
生

命

と

は

、
「
絶

対

無

」

の
自

己

限

定

と

し

て

歴

史

的

社

会

的

世

界

の

形

成

作

用

で

あ

る

。

芸

術

の

本

質

は

こ

の

よ

う

に
歴

史

的

生

命

と

し

て

の
歴

史

的

社

会

的

形

成

作

用

を

表

現

す

る

こ

と
で

あ

る
が

、
芸

術

の
直

接

の

対
象

は
、

こ

う
し

た
歴

史

的

生

命

の

流

動

そ

の

も

の
で

は

な

い
。

流

動

的

な
歴

史

的
生

命

の

一
面

を



固
定
し

た
形

、
す

な
わ
ち

「
永
遠
の
今

に
於
て
見
ら

れ
る
物

の
形
」
が
芸
術

の
直
接
の
対
象
で
あ
る
(
Ｘ
，
　
２
３
４
)
°
そ
れ
は
非
時
空
的
な
イ
デ
ア
的
原
形

で
あ

る
。

こ

う
し

た
イ
デ
ア
と
し
て
の
形
を
対
象
と
し
て

こ
れ
を
象

徴
的

に
表
現
す

る

の
が

芸
術
で
あ

る
が
、
そ

の
場
合

、
芸
術
活
動

は
二
つ
の
要
因

を
含
む
。

そ

の
第
一
は
芸
術
的
直
観
で
あ
る
。

芸
術

家
は
ま
ず

純
粋
に
見
る
者
と

な

っ

て

、
イ
デ
ア
を
直
観
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
芸
術
の
根
本
に
は
形

成
作
用

へ

の
意

欲
が
あ
る
の
で
、
見

る
こ
と

は
直

ち
に
作

る
こ
と
に
結
び
つ
く
。

こ

う
し
て
第
二
の
要
因
は
芸
術
的
創
作
で
あ
る
。
芸
術
的
創
作
と
は
、
非
時
空

的

な
形

で
あ
る
イ
デ
ア
を

知
覚
的
時

空
的
な
形

に
映
す

こ
と
で
あ

る
。
「
芸

術
的
創
作
は
知
覚
的
身
体
的
で
あ
る
」
（
Ⅶ
，
　
２
６
３
)
 
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ

る
。こ

の
知
覚

的
身
体

的
な
創
作
活
動

は
、
個

人
の
主
体
的
な
形
成
作
用
で
あ

る
。
芸

術
家
は
、
イ
デ
ア
を
直
観
し

、
こ
れ

を
手

本
と
し
て
外
界

の
素
材

を

主
体

的
に
使
用

し
て

知
覚

的
形
態

を
作
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作
品
が

生

み
出

さ
れ
る
。

さ
て
、
芸
術
的
創
作
は
こ
の
よ
う
に
個
人
の
主
体
的
営
み
で
あ
る
が
、
西

田

に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
同

時
に
歴

史
的
世
界
の
自
己
限
定
で
あ
る
と
考
え

ら

れ
て
い
る
。
「
我
々
の
ポ
イ

エ
シ
ス
は
、
い

つ
も
逆

に
歴

史
的
世
界

の
自

己
限
定
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
」
（
Ｘ
，
　
２
３
０
)
西
田
は
さ
ら
に
続

け

る
。
「
我
々
の
ポ
イ

エ
シ
ス
が
即
世
界

の

ポ
イ

エ
シ
ス
と

考
え
ら
れ

る
と

こ

ろ
に
、
芸
術
的
直
観
の
対

象
と

し
て
芸
術
的
作
品
と
云
う
も
の
が
成
立
す

る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
も

は
や
私
の
作
品

で
は
な
く
し
て
天

の
作

品
で

あ

る
。
」

こ
ｒ

ｌ
ｓ

し
た
が

っ
て
芸
術
作
品

は
、
個
人
の
創
作
活
動
を
介
し
た
世
界
の
歴
史
的

生
命

の
表
現

で
あ
り

、
世
界

の
自
己
形
成
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
芸
術
作
品
は

作
者
の
知
覚
的
身
体
的
活
動

を
介
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
作
者
の
手
を
離
れ
て

、
天

の
作
品
と
し
て
客
観
的
独
立
性
を
も

つ
の
で
あ

る
。
西

田
は
、
作
品

は
作
者

を
離
れ

る
だ
け
で

は
な
く
、
鑑
賞
者

を
も
離
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
日

く
、
「
芸
術
作

品
と

は
、
永
遠

に
芸

術
家
及
び

鑑
賞
者
を
離
れ
た
も
の
で
あ

る
。
」
（
Ｘ

「
　
２
１６
」

こ
れ
が
西

田
の
芸
術
論
の
到
達
点
で
あ
る
。
個
人
の
創
作
活
動
と
歴
史
的

世
界

の
自
己
形

成
と

が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
相
即
し
て

い
る
と
は

言
え

、
ア
ク
セ
ン
ト
は
後
者

に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

倒
　

デ
ィ
ル

タ
イ
の
解
釈

学
と
西
田

の
芸
術
論
の
比
較

①
　

類
似
点

こ
こ
で
デ
ィ
ル

タ
イ
と
西

田
を
比
較
し
て
み

る
と
、
両
者
と
も
、
芸
術

を

根
本
的
な
も
の

（
デ
ィ
ル

タ
イ
の
生
、
西
田

の
絶
対
意
志
、
歴
史
的
生
命
）

が
思
惟
を
介
さ
ず
に
直
接
経
験
界
に
現

わ
れ

た
も
の
と
し
て
。
こ
れ
に
高
い

価
値
を
与
え
て

い
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
に
お
い
て
は
、
芸
術
作
品
は
「
そ
れ
自

身
に
お

い
て
真
実
な
る
も
の
」
（
Ｖ
Ｉ「
　
２０
７

で
あ
っ
た
し
、
西

田
に
お
い
て

も

「
純

な
る
生
命
の
表
現
と
し
て
は
、
す
べ
て
が
美
で
あ
り
、
善
で
あ
る
」

（
狎
　
｀
咫
）
。

②
　

相
違
点



し
か
し
両

者
の
特
徴
を
知
る
上
で

は
、
む
し
ろ
そ
の
違

い
の
方
が
重
要
で

あ
ろ
う
。

ａ
　

デ

ィ
ル

タ
イ
の
関
心
は
、
生
の
形
成
作
用

に
あ

っ
た
。
生

の
「
同

時
に

創
造
で
も
あ
る
よ
う
な
展
開
」

は
、
有
機
的
展
開
の
よ

う
に
閉
じ
ら

れ
た
も

の
で

は
な
く
、
つ
ね

に
新

た
な
可
能
性

に
対
し
て
開

か
れ
て

い
る
。
こ
う
し

た
生

の
創
造
的

な
形
成
作
用

は
因
果

律
に
よ

っ
て
捉
え

る
こ
と
は
で

き
ず
、

表
現

を
媒
介
と
す

る
解

釈
学
的
方
法

が
重
要

な
意
味

を
も
っ
て

く
る
の
で
あ

る
。
解
釈
学

は
こ
う
し
た
開

か
れ
た
生
概
念

を
土
台

に
し
た
開
か
れ
た
思
想

体
系
で

あ
る
。

が
　

一
方
、
西

田
の
芸

術
論
に

お
い
て

は
、
芸
術

は
究

極
的

に

は
絶
対

者

（
す
べ
て

を
包
み

、
す
べ
て

を
成
立

さ
せ
る
絶
対

無
）

の
自
己

限
定

な
い
し

自
己
実
現
と
し
て

捉
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
場
合
と

は
ち
が
っ
て

、
真
に
新
た
な
も
の
の
創
造
と
い
う
契
機
は
入

っ
て
こ
な

い
。

そ
の
意
味
で
西

田
の
芸
術
論

は
閉
じ
ら
れ
た
思
想
体
系
で
あ

る
。

ｂ
　

デ
ィ
ル

タ
イ

に
お

い
て

は
作
品

は
そ
れ
自
身
で
完
結
し

た
も

の
で

は
な

く
、
作
品
は
そ
の
完
成
な

い
し
発
展
の
た
め

に
解
釈
を
求

め
て

い
る
。
つ
ま

り
解
釈
に
よ

っ
て
作
品
の
内
的
連
関
が
明
確

に
意
識

さ
れ
、
ま

た
作
品

の
新

た
な
意
味
が
見

い
だ

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
し

か
も
解
釈
学
的
循
環

は
決
し
て

完
結
す
る
こ
と
が

な
い
の
で

。
作
品

は
つ
ね

に
新
た

な
解
釈

に
対

し
て
開

か

れ
て

い
る
。
こ
う
し
て
作
品

の
内
容
が
増
大
す
る
。

b
'
　
こ
れ
に
対
し
て
西
田
の
場
合
は
、
作
品
は
天
の
作
品
と
し
て
そ
れ
自
身

で
完

結
し
て

い
て

鑑
賞
者

を
必
要

と
し
な
い
。
つ
ま

り
西
田

の
体
系
は
絶
対

者

が

自

己

を

実

現

し

た

時

点

で

完

結

し

て

い

る

。

し

た

が

っ

て

そ

こ

に

は

鑑

賞

と

い

う

芸

術

経

験

特

有

の

側

面

は

入

っ

て

こ

ず

、

ま

た

解

釈

に

よ

っ

て

作

品

の

内

容

が

発

展

す

る

と

い

う

こ

と

も

な

い

の

で

あ

る

。

こ

う

見

て

く

る

と

、

デ

ィ

ル

タ

イ

の

解

釈

学

は

人

間

の

生

の

創

造

的

な

形

成

作

用

に

即

し

た

開

か

れ

た

思

想

体

系

で

あ

り

、

西

田

の

芸

術

論

は

絶

対

無

の

自

己

限

定

と

い

う

論

理

的

思

弁

に

基

づ

い

た

閉

じ

ら

れ

た

思

想

体

系

で

あ

る

。

こ

こ

に

両

者

の

根

本

的

な

相

違

が

あ

る

。

（

―

）
　

デ

ィ

ル

タ

イ

全

集

（
Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ
ｅ
ｌ
ｍ

　
Ｄ

ｉ
ｌ
ｔ
ｈ
ｅ
ｙ

，
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｍ

ｍ

ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉｆ
ｔｅ
ｎ

）

か

ら

の

引

用

は

、

本

文

中

に

巻

数

と

頁

数

を

記

す

。

（
２
）
　
西
田
幾
多
郎
全
集
（
岩
波
書
店
）
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
巻
数
と
頁
数

を

記

す

。

な

お

旧

漢

字

と

旧

仮

名

づ

か

い

は

現

代

表

記

に

改

め

た

。

（

３

）
　

デ

ィ

ル

タ

イ

の

心

理

学

的

方

法

か

ら

解

釈

学

的

方

法

へ

の

移

行

の

問

題

に

つ

い

て

は

。

０

・

Ｆ

・

ボ

ル

ノ

ー

、

森

田

孝

訳

「

デ

ィ

ル

タ

イ

研

究

の

新

た

な

諸

課

題

」

『

デ

ィ

ル

タ

イ

研

究

』

一

号

、

日

本

デ

ィ

ル

タ

イ

協

会

，

一

九

八

七

年

、

一

四

頁

以

下

を

参

照

。

（

４

）
　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ
ｅ
ｌ
ｍ

　
Ｄ

ｉ
ｌ
ｔ
ｈ
ｅ
ｙ
,
　
Ｇ
ｅ
ｓ
a
m
m
l

ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉｆ
ｔｅ
ｎ

（

以

下

Ｄ

と

略

す

）

Ｖ

Ｉ
Ｉ

，
　
３
３
４
.

（

５

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.　
Ｄ

　
Ｖ

Ｉ
，
　
３
１
４
.

（

６

）
　

形

態

学

と

解

釈

学

の

関

係

に

つ

い

て

は

次

を

参

照

せ

よ

。

Ｆ
.
　

Ｒ
ｏ

ｄ
ｉ
:

Ｍ

ｏ
ｒ
ｐ

ｈ
ｏ
ｌｏ
ｇ

ｉｅ

 

ｕ
ｎ
ｄ

 

Ｈ

ｅ
ｒ
ｍ

ｅ
ｎ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｋ
.
 

Ｚ
ｕ
ｒ
 

Ｍ

ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｄ
ｅ

 

ｖ
ｏ
ｎ

 

Ｄ

ｉ
ｌ
ｔ
ｈ
ｅ
ｙ
ｓ

Ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉ
ｋ

，
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔｇ
ａ
ｒ
ｔ
　
１
９
６
９
.
高

橋

義

人

「

デ

ィ

ル

タ

イ

解

釈

学

の

形

態

学

的

視

座

」

『

思

想

』

七

一

六

号

、

一

九

八

四

年

、

三

六

頁

以

下

。

（

７

）
　
　
Ｖ
ｇ

ｌ
.　

０

．
　

Ｆ
.
　

Ｂ
ｏ

ｌ
ｌ
ｎ
ｏ
w
:

　

Ｄ

ｉ
ｌ
ｔ
ｈ
ｅ
ｙ
.
　

Ｅ

ｉ
ｎ
ｅ
　

Ｅ

ｉｎ
ｆ
ｕ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ

　

ｉｎ

 
ｓ
ｅ
ｉｎ

ｅ

Ｐ

ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｉｅ

，
　
４
.
　
Ａ

ｕ
ｆ
ｌ
.，
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
ｎ

　
１
９
８
０

，
　
Ｓ
.
　
１
３
７
ｆ
ｆ
.



（

８

）
　
　
Ｖ
ｇ

ｌ
.　
Ｄ

　
Ｖ

，
　
３
３
５

．

（

９

）
　

〇

’Ｆ
.
Ｂ
ｏ

ｌ
ｌｎ
ｏ
w
:

 

Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉｅ
ｎ

 

ｚ
ｕ
ｒ

　

Ｈ

ｅ
ｒ
ｍ

ｅ
ｎ
ｅ
ｕ

ｔ
ｉ
ｋ

，
，
　

Ｂ

ｄ
.
Ｉ

，
　

Ｆ
ｒ
ｅ
ｉ
ｂ
ｕ

ｒ
ｇ

／

Ｍ

ｉ
ｉｎ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
１
９
８
２

，　
Ｓ
.
７
１
.

（
1
0
）
　
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
Ｓ
.
７
０
.

（
1
1
）
　

丸

山

高

司

『

ガ

ダ

マ

ー

』

講

談

社

、

一

九

九

七

年

、

五

八

頁

。

（
1
2
）
　
大
森
淳
史
「
生
の
理
解
と
芸
術
作
品
の
解
釈
―
Ｗ
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
美
学

に

つ

い

て

」

太

田

喬

夫

外

編

『

美

・

芸

術

・

真

理

－

ド

イ

ツ

の

美

学

者

た

ち
』
昭
和
堂
、
一
九
八
七
年
、
一
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
1
3
）
　

岩

城

見

一

「

西

田

幾

多

郎

と

芸

術

」

『

西

田

哲

学

選

集

』

第

六

巻

の

解

説

、

燈

影

舎

、

一

九

九

八

年

、

四

二

二

頁

。

（
1
4
）
　

後

期

の

芸

術

論

に

つ

い

て

は

、

末

木

剛

博

『

西

田

幾

多

郎

－

そ

の

哲

学

体

系

Ⅳ

』

春

秋

社

、

一

九

八

八

年

，

一

九

〇

頁

以

下

を

参

照

。

（
1
5
）
　

岩

城

見

一

「

視

覚

の

論

理

－

植

田

寿

蔵

」

常

俊

宗

三

郎

編

『

日

本

の

哲

学

を

学

ぶ

人

の

た

め

に

』

世

界

思

想

社

、

一

九

九

八

年

、

ニ

ー
七

頁

以

下

参

照

。

＊
　

芸

術

論

に

は

触

れ

て

い

な

い

が

、

こ

の

関

連

で

最

近

次

の

よ

う

な

論

文

が

出

た

。

溝

口

宏

平

「

西

田

幾

多

郎

と

デ

ィ

ル

タ

イ

」

西

村

皓

外

編

『

デ

ィ

ル

タ

イ

と

現

代

』

法

政

大

学

出

版

局

、

二

〇

〇

一

年

、

三

三

七

頁

以

下

。

中

野

修

身

「

時

代

に

お
い
て
哲
学
す
る
こ
と
―
Ｗ
・
デ
ィ
ル
タ
イ
と
西
田
幾
多
郎
に
つ
い
て
―
」

『

理

想

』

第

六

六

六

号

、

二

〇

〇

一

年

、

一

〇

九

頁

以

下

。

（

し

ぱ

の

・

ひ

ろ

こ

、

比

較

文

化

、

駒

沢

大

学

教

授

）
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