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司

序

w
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
・
思
想
影
響
史
を
援
り
返
る
と
、
奇
妙
な
様
相
が
現
わ
れ
る

D

た
び
か
さ
な
る
批
判
的
受
容
を
経
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
は
い
く
た
び
も

の
り
超
え
ら
れ
て
い
る
。

の
り
超
え
ら
れ
る
た
び
に
、

ま
た
以
前
と
は
異
な
る
顔
が
現
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
幾
度
も
批
判
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
今
日
に
至
る
思
想
家
・
哲

学
者
は
数
多
く
い
る
だ
ろ
う
。
批
判
さ
れ
検
討
さ
れ
る
た
び
に
そ
の
内
容
は
、
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
D

し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
場
合
は
、
事
情
が
少
々
入
り
組
ん
で

い
る
。
二
十
世
紀
に
現
わ
れ
た
数
多
く
の
思
想
家
の
先
駆
者
と
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
評
価
さ
れ
批
判
さ
れ
る
。
彼
の
思
想
は
常
に
先
見
性
の
み
で
評
価
さ
れ
、
常
に
時

代
の
制
約
と
徹
底
性
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
批
判
の
も
と
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
は
一
部
新
し
く
、

そ
し
て
ほ
と
ん
ど
が
古
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
批
判

者
か
ら
す
る
と
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
に
は
、
現
代
哲
学
を
切
り
開
く
斬
新
な
函
が
あ
る
点
で
新
し
く
(
先
見
性
が
あ
り
て
前
時
代
の
制
約
を
無
反
省
に
引
き
ず
っ
て

い
る
点
で
、
古
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
斬
新
さ
が
認
め
ら
れ
る
分
野
は
、
表
面
的
に
は
統
一
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ず
、
各
思
想
の
連
関
の
粋
は
切
れ
や
す
い

(
あ
る
い
は
、
各
思
想
の
連
関
の
紳
は
見
分
け
が
た
い
)
。
そ
こ
で
、

そ
の
批
判
者
に
よ
っ
て
、
彼
の
哲
学
思
想
内
容
に
関
し
規
模
の
小
さ
な
先
見
性
が
評
価
さ
れ
、
向

時
に
前
時
代
の
残
浮
の
多
さ
と
前
時
代
の
思
想
の
無
批
判
的
受
容
と
が
激
し
く
批
判
さ
れ
る
。

初
期
の
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
批
判
の
う
ち
影
響
史
上
で
重
要
な
批
判
は
、
十
九
世
紀
末
期
に
エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
り
心
理
学
の
領
域
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
批
判
さ
れ

た
論
文
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
に
関
連
し
て
い
る

(
h
r
z
σ
3
与
2

門

r
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「
記
述
的
分
析
的
心

理
学
に
関
す
る
諸
構
想
、
以
後
「
諾
構
想
」
論
文
と
記
す
。
)
当
時
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
諸
科
学
を
成
立
さ
せ
る
た
均
の
基
礎
学
と
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
一
言
う
意
味
で

哲
学
・
思
想
論
集
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一
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W
-
Jア
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
方
法
」
の
問
題

序
説

七。

の
心
理
学
を
想
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

エ
ピ

γ
グ
ハ
ウ
ス
が
一
八
九
六
年
に
発
表
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
を
批
判
す
る
論
文
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の

以
前
の
友
人
と

で
同
席
す
る
こ
と
さ
え
嫌
う
よ
う
な
仲
に
な
っ
た
。
デ
ィ
ル

F
イ
の
心
理
学
は
時
代
遅
れ
と
規
定
さ
れ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
徹
底
的
に
痛
め
つ
け
ら
れ

た
。
続
い
て

E
・
フ
ッ
サ

1
ル
の
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
現
象
学
』
(
司
E
2
0ち
ぽ

巳
ω
ω
可

g
問
。
巧
5
3
2
E
F
忌
ロ
)
に
よ
り
歴
史
主
義
者
と
し
て
の
デ
ィ
ル
タ

(
1〉

フ
ッ
サ
l
ル
は
後
に
弁
明
を
し
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
の
指
摘
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
周

イ
が
、
暗
に
批
判
さ
れ
た
。

知
の
ご
と
く
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
『
存
在
と
時
間
』

(ω
巳
ロ
ロ
ロ
仏

N
ぬい

F
E
N
3

に
よ
り
人
間
存
在
論
の
哲
学
者
と
し
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ヂ
ィ
ル

タ
イ
の
先
見
性
や
根
本
的
な
重
要
性
が
明
示
さ
れ
つ
つ
も
、

ヨ
ル
グ
伯
の
思
想
に
そ
っ
て
の
り
超
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
最
近
で
は
、

H
-
G
-

者

へ
1
ゲ
ル

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
主
義
者
と
し
て
批
判
さ
れ
、

に
よ
り
解
釈
学
の
哲
学
の
先
駆
者
と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
が
考
察
さ
れ
る
一
方
、

〈

2
)

の
り
超
え
ら
れ
る
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、
他
の
思
想
家
達
に
よ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
は
、

科
学
主
義

ガ
ダ
マ
l
の
『
真
理
と
方
法
』
(
者
与

H
Z片
付
己
包
玄
主
μ
o
F
5
8
)

の
り
超
え
ら
れ
克
服
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
の
う
ち
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
的
受
容
の
時
期
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
別
の
形

で
復
活
し
批
判
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
領
域
は
広
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
批
判
さ
れ
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

し
か
し

各
分
野
が
独
自
に
復
活
し
、
十
九
・
二
十
世
紀
の
著
名
な
学
者
に
よ
っ
て
論
考
の
対
象
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
各
分
野
の
関
連
が
見
失
わ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
も
っ
デ
ィ
ル
タ
イ
。
他
菌
性
の
デ
ィ
ル
タ
イ
む
こ
の
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
・
思
想
を
研
究
す
る
者
に
は
明
白
な
こ
と
で
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ

〈

3
〉

イ
の
思
想
の
受
容
史
も
ま
た
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
家
連
に
は
、
こ
の
他
面
性
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
に
関
す
る
現
代

の
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
ロ
l
デ
ィ
は
そ
の
著
『
形
態
学
と
解
釈
学
』

(
Z
2ち
o
F閃

Z
S仏

Z
2
5
σ
p
g片
山

r
早
急
)
の
な
か
で
、
形
態
学
と
解
釈
学
の
基
本
的
性

格
が
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
中
で
は
そ
れ
ら
の
異
質
な
性
格
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
美
学
は
注
目
す
べ
き
緊
張
領
域
の
内
に
あ
る
。
こ
の
緊
張
領
域
は
、
す
べ
て
が
平
均
化
さ
れ
ず
に
、
部
分
的
に
は
後
期
の
著

ハ
l
〉

作
に
お
い
て
も
な
お
闘
溺
寸
附
則
判
引
引
制
叶
到
荊

U
引
川
副
1
樹
判
例
倒
削
叫
判
寸
引
問
料
剖
利
引
川
刻
。
」
(
傍
線
の
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。
)



デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
作
に
お
け
る
根
本
的
性
格
の
混
在
は
著
作
そ
の
も
の
の
理
解
を
困
難
に
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
性
格
を
も

特
徴
、
、
つ
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
本
来
強
制
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

不
思
議
な
こ
と
に
あ
ま
り
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ

の
他
面
性
は
彼
の
思
想
の
分
野
ご
と
に
現
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
議
論
の
至
る
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
、

と
い
う
事
態
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
理
解
を
い
っ
そ
う
閤

難
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
す
で
に
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
後
継
者
が
、

例
え
ば
、

G
・
ミ
ッ
シ
ュ
、
が
、

H
・
ノ

i
ル
が
、

0
・
F
・
ポ
ル
ノ
ー
が
、

官
ム
・
ロ

ー
デ
ィ
が
、

か
っ
た
と
い
う
た
こ
と
を
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
し
、
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
を

H
-
1
U
・
レ
ッ
シ
ン
グ
が
同
様
の
困
難
さ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
研
究
中
に
抱
い
て
い
た
事
'
柄
は
そ
の
仲
間
違
に
さ
え
知
ら
れ
て
い
な

〈

5
〉

の
老
人
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
の
代
表
的
な
デ
ィ
ル
タ
イ
研

究
家
で
あ
る

0
・
F
・
ポ
ル
ノ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
も
そ
も
簡
明
な
叙
述
を
す
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
も
の
ご
と
を
つ
ね
に
そ
の
錯
綜
し
た
全
体
の
中
で
見
て
お
り
、

は
っ
き
り
と
し
た
最
終

的
定
義
づ
け
を
お
そ
れ
で
問
題
を
最
後
ま
で
未
決
着
の
ま
ま
に
残
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
何
度
も
書
き
直
さ
れ
た
未
完
成
の
草
稿
が
、
発
表
さ
れ
な
い
ま
ま
書
類
戸

(
G
)
 

棚
の
中
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
」
。

「
し
か
し
、

(
概
し
て
)
デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
作
の
す
べ
て
が
完
結
し
つ
つ
あ
る
今
日
で
も
、

デ
ィ
ル
タ
イ
を
簡
潔
に
理
解
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

数
々
の
困
難
が
ま

だ
相
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
。
こ
の
困
難
さ
は
、
以
前
に
成
立
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
今
日
公
正
な
受
容
を
妨
げ
て
い
る
点
ば
か
り
に
で
は
な
く
、
同
時
に
よ
り
深
い
意

味
で
、
彼
の
叙
述
の
国
有
性
に
も
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
口
若
い
こ
ろ
に
す
で
に
現
わ
れ
て
い
た
、
彼
の
『
た
と
え
優
れ
て
い
る
に
し
て
も
早
ま
っ
た
、

(
7〉

定
式
化
に
対
す
る
嫌
悪
感
』
と
、
対
象
が
も
つ
れ
あ
う
中
で
対
象
の
生
命
を
追
求
す
る
彼
の
分
析
技
術
と
が
前
提
に
な
っ
て
、
数
々
の
問
題
設
定
相
互
の
錯
綜
し
た
絡

一
面
的
な

み
合
い
が
生
じ
、
ま
た
、

ハ
8
〉

生
ま
れ
出
て
い
る
よ

一
部
的
な
あ
ら
ゆ
る
誇
張
を
警
戒
し
、
便
利
な
定
式
や
印
象
深
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
利
用
に
著
し
く
対
立
す
る
、
特
有
の
慎
み
深
い
表
現
が
、

デ
ィ
ル
タ
イ

の
研
究
家
逮
は
こ
の
事
態
が
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
は
い
た
が
、

し
か
し
依
然
と
し
て
、
そ
の
こ
と
自
身
が
論
考
の
テ
!
?
と
は
な

哲
学
思
想
論
集

十
一
ニ
号

七



W
-
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
方
法
L

の
問
題

序
説
(
一
)

七

理
論
細
部
の
徹
底
し
た
分
析
の
欠
如
等
が
挙
げ
ら
れ
る

、
ー
、
、
、
、
、

が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ッ
シ
ュ
や
ポ
ル
ノ

l
達
の
小
声
の
告
白
は
、
杷
憂
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
述
態
度
そ

の
も
の
に
彼
固
有
の
問
題
(
方
法
論
)
が
関
連
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

っ
て
い
な
い
。
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
理
解
困
難
性
の
理
由
と
し
て
、
体
系
性
の
欠
如
、
理
論
の
未
完
結
性
、

こ
の
問
題
を
解
く
鎚
の
一
つ
は
、
『
精
神
諸
科
学
序
説
』
の
序
文
に
見
ら
れ
る
。

そ
の
序
文
の

中
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
歴
史
学
派
」
を
批
判
し
て
、
認
識
論
的
立
場
を
固
執
し
た
。
こ
の
序
文
の
中
に
は
、
重
大
な
発
言
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の

序
文
に
注
意
を
向
け
る
だ
け
に
し
て
お
こ
う
。

後
に
ヨ
ル
グ
伯
に
よ
る
批
判
、

エ
ピ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
る
批
判
を
通
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
表
面
的
に
は
徐
々
に
認
識
論
・
心
理
学
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
ガ
ダ
マ

l

に
よ
れ
ば
(
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
立
場
が
基
本
に
あ
る
わ
け
だ
が
て

こ
の
認
識
論
的
立
場
が
方
法
概
念
と
結
び
つ
き
、

デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
本
来
の

姿
を
歪
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
十
九
世
紀
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
理
学
に
国
執
し
て
い
る
の
で
、

い
ま
だ
近
代
の
亡
霊
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る口

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
ら
の
思
想
に
結
び
つ
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
本
来
の
姿
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、

つ
ま
り
晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
に
現

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ガ
ダ
マ

i
を
中
心
と
し
た
理
解
に
対
し
、
初
期
か
ら
の
基
本
思
想
の
一
貫
性
を
主
張
す
る
研
究

家
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
重
要
性
も
無
視
で
き
な
い
。

ロ

l
ヂ
ィ
や
レ
ッ
シ
ン
グ
ら
の
研
究
活
動
も
こ
の
点
を
踏
ま
え

て
、
し
か
も
ガ
ダ
マ

i
の
見
落
と
し
て
い
た
問
題
点
を
指
摘
し
続
け
て
い
る
。

今
世
紀
に
入
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
影
響
史
(
作
用
連
関
史
)

に
お
い
て
重
大
な
衝
撃
を
与
え
た
思
想
家
は
、

ハ
9
)

ガ
ダ
マ
ー
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
ガ
ダ
マ
ー
で
あ
る
。

そ

の

中

で

も
、
現
代
の
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
研
究
家
達
が
批
判
の
念
頭
に
お
い
て
い
る
思
想
家
は
、

ロ

l
デ
ィ
や
レ
ッ
シ
ン
グ
ら
の
批
判
活
動
も
ガ
ダ
マ
ー
を

対
象
と
し
て
い
る
D

し
か
し
、

そ
の
ガ
ダ
マ

l
も
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
の
基
底
部
分
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
『
存
在
と
時
間
』
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
負
っ
て
い
る
。

従
っ

て
、
ガ
ダ
マ

i
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
を
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
考
察
と
は
切
り
離
し
て
単
独
で
分
析
・
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
有
名
な
デ
ィ
ル
タ

イ
批
判
を
分
析
し
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
点
を
あ
ら
わ
に
し
た
後
で
、

ガ
ダ
マ

l
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
以
上
の
簡
略
な
記
述
に
従
い
、
本
論
考
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
を
、
再
度
別
の
角
度
、
す
な
わ
ち
研
究
態
度
と
そ
の
態
度
に
お
け
る
術
語
の
使
用
法
、
も
の

の
見
方
を
規
定
す
る
視
点
と
そ
の
視
点
に
基
づ
く
内
容
と
の
関
連
と
い
う
角
度
か
ら
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
方
法
」
の
問
題
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
ガ
ダ

マ
ー
の
批
判
を
と
お
し
て
徐
々
に
輪
郭
を
与
え
て
い
く
。
そ
の
際
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
受
容
史
を
鑑
み
て
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
い
二
人
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
の
う
ち
、



ま
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
取
り
上
げ
、

そ
の
批
判
内
容
を
分
析
し
た
後
で
、

ガ
ダ
マ
!
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
を
問
題
と
し
た
い
。

そ
し
て
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、

二
人
の

批
判
者
逮
が
見
務
と
し
て
い
た
重
大
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

も
し
、

こ
の
指
摘
が
可
能
と
な
れ
ば
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
今
ま
で
の
見
方
も
一
部
検
討
・
変
更
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
た
ろ
う
。

1 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の

『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
像

ハ
イ
デ
ッ
カ

l
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
独
自
の
デ
ィ
ル
タ
イ
像
を
打
ち
出
し
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
像
は
、

当
時
流
布
し
て
い
た
股
史
記

述
家
と
し
て
の
面
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
の
哲
学
の
理
論
家
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
『
体
験
と
創
作
b

(

肘
H

・F
7
2
コ
m
z
E
ロぽ
7
2ロ
F
3
0
3
等
の
著
作
に

よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
精
神
史
・
文
学
史
の
解
釈
者
-
記
述
者
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
像
(
附
随
的
に
、
心
理
学
を
問
題
に
し
、
技
折
し
た
精
神
科
学
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
帯
び
る
)
J_ 

包プ

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
は
「
実
体
」
を
促
え
そ
こ
な
う
も
の
と
考
え
、
む
し
ろ
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
本
質
的
な
点
は
、

を
そ
の
歴
史
的
な
発
展
連
関

(ω) 

つ
ま
り
『
生
L

一
を
、
人
間
が
存
在
す
る
仕
方
と
し
て
、
精
神
諸
科
学
の
可
能
的
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
話
科
学
の
根
底
と
し
て
了
解
」

及
び
作
用
連
関
に
お
い
て
、

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
生
の
哲
学
者
と
し
て
の
根
本
的
な
傾
向
を
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

「
精
神
諾
科
学
の
理
論
及
び
精
神
諸
科
学
と
自
然
諾
科
学
の
区
分
の
理
論
の
た
め
の
諸
研
究
。

(
日
)

い
う
全
体
的
事
実
』
を
叙
述
す
べ
き
心
理
学
を
め
ぐ
る
諸
努
力
。
」

3
・戸山・

N
よ∞・

ω
∞∞〉

人
間
、

一
社
会
及
び
国
家
の
諸
学
の
援
史
に
関
す
る
諸
探
究
。
『
人
間
と

こ
れ
ら
の
諸
傾
向
は
相
互
に
浸
透
し
あ
い
、
交
差
し
て
、
ど
れ
か

一
つ
が
前
、面
に
出
て
い
る
場
合
で
も
他
の
二
つ
の
傾
向
が
、
動
機
と
な
り
手
段
と
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
傾
向
の
目
標
は
、
「
『
生
』
を
哲
学
的
な
了
解
内
容
へ
と
も
た
ら
し
、
『
生
自
身
』
の
う
ち
か
ら
の
こ
う
し
た
了
解
に
一
つ

の
解
釈
学
的
基
礎
を
確
保
す
る
こ
と
」

(
P
∞・
0
・u

∞
・
お
∞
)

で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る

D

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
体
系
家
・
理
論
家
と

L
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
建
ら
せ
、
自
ら
が
克
服
す
べ
ぎ
課
題
を
追
究
し
た
先
人
と
し
て
-評
価
し
た
。
そ
の
際
、
『
存
在
と
時
間
』

哲
学
思
想
論
集

rT
三
号

七
三



W
-
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
方
法
」
の
問
題

序
説
(
一
)

七
回

に
お
い
て
も
、

な
お
課
題
と
し
て
生
き
て
い
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
内
容
を
、
彼
は
、

ま
ず
]
「
生
」
の
存
在
論
を
め
ざ
す
哲
学
と
し
て
規
定
し
た
。

デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学

を
把
握
し
、
解
釈
す
る
ハ
イ
デ
ガ

i
の
根
本
的
な
視
点
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
し
た
哲
学
理
論
に
関
す
る
論
文
は
、

み
な
分
析
が
中
断
さ
れ
、
そ

の
徹
底
性
を
欠
い
て
い
る
が
、

そ
の
本
来
の
傾
向
が
発
展
さ
れ
、
詳
論
さ
れ
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
思
想
に
近
づ
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い

わ
ば
、
磨
か
れ
る
前
の
宝
石
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
存
在
を
死
へ
と
関
わ
る
存
在
と
し
て
規
定
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

根
本
的
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
な
注
解
を
与
え
て
い
る
。

「
そ
の
木
釆
の
哲
学
的
傾
向
が
生
の
存
在
論
を
目
指
し
て
い
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

生
と
死
と
の
連
関
を
見
誤
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
『
そ
し
て
最
後
に

我
々
の
存
在
感
を
、
最
も
深
く
、

ま
た
最
も
普
遍
的
に
規
定
し
て
い
る
関
係
、
そ
れ
は
生
の
死
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
に
よ
る
我
々
の
実
存
の
限
界

づ
け
こ
そ
、
生
に
対
す
る
我
々
の
了
解
と
評
価
に
と
り
つ
ね
に
決
定
的
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
』
」

(
?
?
C
J

∞-
M

お
)

デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
に
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
指
摘
通
り
、
人
間
存
在
論
的
側
面
が
多
タ
認
め
ら
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
は
、
『
精
神
諸

科
学
序
説
』
の
序
文
に
お
い
て
自
ら
の
立
場
を
「
認
識
論
的
立
場
」
と
し
て
示
し
、

歴
史
学
派
に
欠
け
て
い
た
理
論
的
基
礎
づ
け
の
試
み
を
追
究
し
た
が
、
晩
年
の
著
作

『
精
神
諮
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
(
以
後
、
『
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
と
記
す
。
)

に
お
け
る
「
了
解
」
論
に
は
明
ら
か
に
人
間
存
在
論
的
側
面
が
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
「
生
の
客
観
態
」
に
お
け
る
人
間
と
社
会
と
の
関
係
も
、
「
構
造
」
論
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、

き
わ
め
て
強
く
人
間
存
在
論
的
傾
向
が
見
ら
れ
、
『
存
在
と

時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、

つ
ま
り
、
「
現
存
在
の
存
在
」
を
通
し
て
「
存
在
」
を
追
究
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、

ま
さ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

生
の
存
在
論
へ
到
る
途
上
の
思
想
家
と
し
て
考
え
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
、
次
の
よ
う
な
当
時
と
し
て
は
過
大
な
評
価
を
デ
ィ
ル
タ
イ
に
与
え
た
の

で
あ
る
。

「
歴
史
の
問
題
が
根
源
的
な
地
盤
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
使
用
可
能
な
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
』
手
段
の
貧
困
さ
と
一
時
的
な
存
在
論
的
地
平
の
不
確
か
さ
と
言
う
も
の
が
ま

す
ま
す
切
迫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
の
考
察
は
、

歴
史
性
に
関
す
る
問
題
の
存
在
論
的
な
場
を
告
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
満
足
す
る
。
根
本
的
に
は
、
以
下



の
分
析
に
と
り
重
要
な
こ
と
は
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
で
あ
る

D

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
今
日
の
世
代
に
お
い
て
も
な
お
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
を
一
部
早
急
に
我
が
も
の

と
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
」
(
出
・
∞
・

0
・uω
・
ω、

3
・
な
お
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
ゲ
シ
ュ
ベ
ル
ト
に
よ
る
強
調
を
示
す
。
以
下
同
様
。
)

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
の
よ
う
な
評
価
に
至
る
の
も
、

ま
さ
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
内
容
を
根
本
的
に
は
「
生
の
存
在
論
」
と
し
て
把
握
し
、
デ
ィ

ル
タ
イ
哲
学
に
お
け
る
他
の
認
識
論
的
傾
向
を
派
生
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
近
代
哲
学
の
残
浮
と
し
て
規
定
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、

イ

デ
ッ
ガ

l
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
研
究
範
聞
と
し
て
は
、
先
に
示
し
た
一
一
一
分
野
の
絡
み
合
い
と
し
て
叙
述
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
の
仕
方
に
ま
で
言
及
し
て
い
る

一
方
で
、
ず
ィ
ル
タ
イ
本
来
の
傾
向
を
「
了
解
を
中
心
と
し
た
、
生
の
存
在
論
」
と
す
る
図
式
で
規
定
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け

る
学
問
論
の
方
向
を
中
心
的
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

「
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
彼
の
『
心

が
『
単
に
』
心
的
な
も
の
に
関
す
る
実
証
科
学
の
修
正
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
同
様
、
司
精
神
諸
科
学

の

は
中
心
的
な
も
の
で
は
な
い

J
F
-
∞・

0
・wω
・
3
5

さ
ら
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
二
つ
の
主
要
な
理
論
的
論
文
で
あ
る
「
外
界
の

に
つ
い
で
の
我
々
の
信
念
の
起
源
と
そ
の
正
当
性
と
の
問
題
解
決

の
た
め
の
寄
与
」
(
出
巳
門
日
間
σ
N戸
門

戸

αω
己
円
高
巳
2
ヲ・
2
な
〈
。

B
C
S
M
V
Eロ
m
c
g
σ
2
ω

の
一
告
げ
ぬ
ま
山
口
巳
2
M
N
g一
広
三
巴
2
〉
足

ωg認め}汁己門戸円山
2
5
σ
E
問。。
r
f

一戸∞
m
V
0
・

以
下
、
「
実
在
性
」
論
文
と
記
す
。
)
と

論
文
を
、

先
の
図
式
に
基
づ
い
て
、

つ
ま
り
、
「
了
解
を
中
心
と
し
た
、
生
の
存
在
論
」
と
い
う
図
式
に
よ

っ
て
把
握
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
彼
は
「
諸
構
想
」
論
文
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
諾
研
究
は
不
断
に
生
を
問
い
つ
め
る
。
彼
は
、
こ
う
し
た
『
生
』
の
円
諸
体
験
』
を
、
諸
体
験
の
構
造
連
関
と
発
展
連
関
に
従
っ
て
生
自
身
の
全
体

か
ら
了
解
し
よ
う
と
す
る
。
彼
の
『
精
神
科
学
的
心
理
学
』
の
持
つ
哲
学
的
な
重
要
性
は
、
そ
れ
が
心
的
な
要
素
や
原
子
に
定
位
し
て
心
的
生
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
よ
う

と
し
た
り
せ
ず
む
し
ろ

の
全
体
』
や
司
諸
形
態
』
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
全
て
に
先
立
っ
て

哲
学
思
想
論
集

十
一
ニ
号

七
五



W
-
Jア
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
方
法
」
の
問
題

序
説
(
一
)

七
六

『
生
』
を
問
う
こ
と
の
た
だ
中
に
い
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
で
あ
る

J
(
p
m・
o-wω
・
怠
)

そ
し
て
、
上
一
の
一

つ
の
論
文
は
、
総
括
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
実
在
的
な
も
の
は
衝
動
や
意
志
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
。
実
在
性
は
抵
抗
、

よ
り
精
確
に
は
、
抵
抗
性
で
あ
る
。
こ
の
抵
抗
現
象
を
分
析
的
に
完
成
さ
せ
た
い
と
い

う
こ
と
が

の
論
文
(
(
「
実
在
性
」
論
文
の
引
用
者
一
証
)

の
積
極
的
な
点
で
あ
り
、
司
記
述
的
分
析
的
心
理
学
』
と
い
う
理
念
を
最
善
に
具
体
的
に
確
証
し
て
い

る
に

(ω
・
?

0
・u

∞・

8
8

も
ち
ろ
ん
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
i
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
肯
定
的
に
の
み
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
一
「
生
の

土
-
¥
散

3
h
u
-

ノ

ノ
J
4
1

底
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
未
完
成
的
で
あ
り
過
ぎ
た
。
そ
の
存
在
論
に
内
在
す
る
傾
向
は
、
木
来
的
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
た
が
、

し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
は
許
し
難
い
不
徹
底
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
う
ち
に
残
さ
れ
て
い
た
。
『
存
在
と
時
間
』
の
第
七
七
節
「
歴
史
性
の
問
題
の
前
述
の
開
陳
と
、

W
@
Jア

ィ
ル
タ
イ
の
諾
研
究
お
よ
び
ヨ
ル
ク
伯
の
諸
理
念
と
の
連
関
」
で
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
論
述
し
て
い
る
内
容
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
点
に
関
与
し
て
い
る
。

そ
の
第
七
十
七
節
で
は
、
ま
ず
初
め
に
当
時
の
デ
ィ
ル
タ
イ
像
と
そ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
修
正
が
述
べ
ら
れ
、
表
面
に
現
れ
て
い
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
分
野
に

つ
い
て
略
述
さ
れ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
に
対
す
る

応
の
評
価
が
一
記
さ
れ
た
後
で

ヨ
ル
ク
伯
の
引
用
を
頼
り
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
像
の
再
提
示
を
試
み
て
い
る
。

こ
こ
で
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
内
容
に
お
け
る
不
徹
底
さ
を
ヨ
ル
ク
伯
の
思
想
に
よ
り
修
正
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
本
来
的
な
傾
向
を
は
っ
き
り
と
打
ち

出
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
ヨ
ル
ク
伯
は
か
つ
て
、
ヨ
ル
ク
伯
と
の
交
際
の
う
ち
に
現
れ
た
ヂ
ィ
ル
タ
イ
の
最
も
国
有
な
哲
学
的
傾
向
を
は
っ
き
り
と
表
現
し
て
、
『
歴
史
性
と
い
う
我
々
に
共

通
し
た
関
心
を
理
解
す
る
こ
と
』
と
述
べ
て
い
る
よ
官
・

P

0
・v

∞・

ω
∞∞)



」
の
箇
所
か
ら
、

ヨ
ル
ク
伯
の
引
用
が
始
ま
り
、

ヨ
ル
ク
伯
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
が
分
析
さ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
1

は、

ヨ
ル
ク
伯
に
よ
る
デ
J
ル
タ
イ
批
判
の
中

心
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
う
し
た
ヨ
ル
ク
の
要
求
は
、
根
本
的
に
は
諸
学
に
先
行
し
諸
学
を
導
く
プ
ラ
ン
ト
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
学
の
要
求
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
求
の
う
ち
に
、
自

然
で
あ
る
存
在
者
と
歴
史
で
あ
る
存
在
者
す
な
わ
ち
(
現
存
在
)
の
種
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
構
造
を
決
定
的
に
、
積
極
的
か
っ
徹
底
的
に
完
成
さ
せ
る
と
い
う
課
題
が

あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
探
究
は
、
『
存
在
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
聞
の
程
属
上
の
区
別
を
あ
ま
り
に
強
調
し
な
さ
過
ぎ
る
』
、
と
ヨ
ル
ク
は
考
え
て
い
た
。
』

m
y
p
・
C
J
ω
-
U叩
叩
)

ヨ
ル
ク
伯
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
歴
史
研
究
が
物
的
な
も
の
や
形
態
、

つ
ま
り
「
存
在
的
な
も
の
」
を
扱
う
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
の
概
念
は
徹
底
的
に
内

面
的
で
あ
っ
て
、
諸
力
の
連
結
や
統
一
と
い
う
も
の
だ
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用
語
使
用
が
不
適
切
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
の
長
い
ヨ
ル
ク
伯
の
手
紙

の
引
用
も
、
主
と
し
て
こ
の
視
点
に
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ヨ
ル
ク
伯
の
指
摘
を
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

「
人
間
の
現
存
在
そ
の
も
の
の
存
在
性
格
の
認
識
か
ら
、

=
一
ル
ク
は
『
~
潜
在
的
可
能
性
』
と
し
て
の
歴
史
の
根
本
性
格
に
関
す
る
洞
察
を
得
て
い
る
c
」
(
p
m
・
o-w
印・

h
S
H
)
 

「
ヨ
ル
ク
伯
自
身
存
在
的
な
も
の

(
視
覚
的
な
も
の
)

に
対
し
て
、
歴
史
的
な
も
の
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
把
握
し
、
『
生
』
を
適
切
な
学
的
了
解
へ
高
め
よ
う
と
し
た

こ
と
は
、

そ
う
し
た
探
究
の
困
難
性
に
言
及
し
て
い
る
点
か
ら
明
ら
で
か
あ
る
口

つ
ま
り
、
美
的
機
械
論
的
な
思
考
法
は
『
視
覚
性
に
大
き
く
由
来
す
る
言
葉
の
場
合

に
は
明
ら
か
に
、
直
観
の
背
後
に
遡
る
分
析
よ
り
も
容
易
に
言
語
的
表
現
を
見
出
し
ゃ
す
い

0

・
:
」
(
。
・
∞
・
0

・wω
・
ち
N
)

以
上
の
分
析
か
ら
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
生
の
存
在
論
」
の
傾
向
に
関
し
て
、

百
一
ル
ク
伯
の
引
用
を
手
が
か
り
に
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

哲
学
思
想
論
集

十
三
号

七
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w
・
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
「
方
法
」
の
問
題

序
説
(
一
〕

七
八

「
『
存
在
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
間
の
種
属
上
の
区
別
』
を
強
調
す
る
と
い
う
課
題
は
、
歴
史
性
を
了
解
し
よ
う
と
い
う
関
心
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
明
生
の
哲
学
』
の
基
本
的
な
目
標
が
確
立
さ
れ
る

D

」
(
p
m
・
o-wω
・
ち
ω)

「
存
在
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
差
異
の
問
題
は
、
そ
れ
が
存
在
一
般
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
を
基
礎
的
存
在
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め

そ
の
手
が
か
り
が
確
信
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
研
究
問
題
と
し
て
形
作
ら
れ
る
。
現
存
在
の
予
備
的
実
存
論
的
分
析
論
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
功
績
に
報
い
る
た
め

に
ヨ
ル
ク
伯
の
精
神
を
い
か
な
る
意
味
で
継
続
し
よ
う
と
す
る
か
、

と
い
う
事
態
が
明
ら
か
に
な
る
よ
な
・

ω
・
0

・wω
・A
O
ω

ご

ヨ
ル
ク
伯
の
引
用
文
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
強
調
し
た
点
は
、
「
存
在
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
種
属
上
の
区
別
」
の
不
徹
底
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の

区
別
は
『
存
在
と
時
間
』
の
恨
本
に
関
わ
る
か
ら
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
の
点
で
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
際
、
見
落
さ
れ
て
な

ら
な
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
本
来
的
傾
向
を
、
「
生
の
存
在
論
」
と
規
定
し
た
点
で
あ
る
D

」
の
規
定
が
、

む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
前
提
に
あ
る
。

ヨ
ル
ク
伯
に
基

づ
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
批
判
で
は
、
「
存
在
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
種
属
上
の
区
別
」
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、

論
理
的
な
関
係
か
ら
す
る
と
、

イ

デ
ッ
ガ

i
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
の
論
点
で
は
、
「
生
の

と
い
う
規
定
あ
る
い
は
立
場
が
先
に
あ
る
。

」
の
規
定
あ
る
い
は
立
場
に
基
づ
い
て
考
察
が
行
わ
れ
た

か
ら
こ
そ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
そ
の
程
属
上
の
区
別
が
不
徹
底
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
同
じ
立
場
に
い
た
か
ど
う
か
、
あ
る

い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
一
吉
う
よ
う
に
「
生
の
存
在
論
」
の
途
上
に
い
た
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
よ
り
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
問
題
は
、

ま
さ
に
こ
の
点
に

関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
自
ら

(
す
な
わ
ち
、
「
生
の
存
在
論
」
の
哲
学
者
)

の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
口
「
生
の
存
在
論
」
の
思
想
家
と
し

て
は
、
「
歴
史
的
な
も
の
と
存
在
的
な
も
の
と
の
種
属
上
の
区
別
」
に
し
な
か
っ
た
点
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
不
徹
底
で
あ
っ
た
が
、

人
間
存
在
の
有
限
性
、

医
史
性
に
注

自
し
、
人
間
存
在
に
固
有
の
問
題
領
域
を
形
成
し
た
点
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
評
価
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、

一
九
二
七
年
で
、

」
の
年
に
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
七
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
従
っ
て
、



デ
ィ
ル
タ
イ
の
晩
年
の
思
想
内
容
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
吋
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
(
お
よ
び
、

そ
の
続
編
の
草
稿
)
が
含
ま
れ
て
い
る
第
七
巻
を
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
十
分
利
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
五
巻
の
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
前
文
を
参
考
に
、

イ

デ
ッ
ガ

l
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
本
質
的
な
部
分
に
触
れ
て
い
る
。

以
上
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
関
し
て
、

は
じ
め
に
指
摘
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
謎
の
部
分
が
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、

ハ
イ
テ
ッ
ガ
ー
が
こ
の
点
に

気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
活
動
を
指
摘
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
学
問
論
的
探
究
、
学
問
史
的
探
究
及
び
解
釈
学
的
心
理
学
的
探
究
が
つ
ね
に
相
互
に
浸
透
し
あ
い
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

一
方
の
視
線
の
方
向
が
優
勢
で
あ
る
場
合

で
も
、
す
で
に
他
の
方
向
も
ま
た
動
機
と
な
り
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
分
裂
の
よ
う
に
見
え
た
り
、

不
確
実
で
偶
然
の
試
み
に
見
え
る
も
の
も
、
宕
高
を
哲
学
的
な

思
解
へ
も
た
ら
す
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
了
解
に
お
い
て
『
生
自
身
』
か
ら
解
釈
学
的
基
礎
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
に
至
る
基
本
的
な
動
揺
な
の
で
あ
る
。
歴
史
的
発

展
連
関
及
び
作
用
連
関
の
な
か
で
人
間
が
存
在
す
る
仕
方
と
し
て
、
精
神
諾
科
学
の
可
能
的
対
象
と
し
て
、
そ
し
て
特
に
こ
う
し
た
諸
科
学
の
根
幹
と
し
て

を

理
解
す
る
『
心
理
学
』
を
中
心
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
動
い
て
い
る
よ

(
?
?
0
・二凶・
ω匂
∞
)

」
の
指
摘
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
・
思
想
内
容
の
う
ち
に
、
複
雑
な
視
点
の
混
在
が
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
考
状
況
が
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
指
摘
も
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
づ
て
い
る
白

ハ
イ
ヂ
ッ
ガ
l

の
視
点
に
基
づ
く
デ
ィ
ル
タ
イ
像
か
ら
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
し
た

ロ

i
デ
ィ
の
見
た
よ
う
な
相
容
れ
な
い
視
点
の
共
存
と
一
一
一
一
口
う
指
摘
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
論

述
の
う
ち
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

の
老
人
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
分
か

り
え
な
い
。
問
題
は
、
む
し
ろ
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
デ
ィ
ル
タ
イ
像
に
対
し
て
は
、
す
ぐ
に
ミ
ッ
ゾ
ュ
が
『
生
の
哲
学
と
現
象
学
』
(
一
九
一
ニ

O
)
で
批
判
を
展
開
し
て
い
る
が
、

本

節

』土

ハ
イ
デ
ッ
ガ
i
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
理
論
家
と
し
て
扱
っ
た
、
と
い
う
点
を
素
描
し
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
像
に
対
す
る
批

判
は
、
本
論
文
の
最
経
章
に
お
い
て
再
び
取
り
上
げ
、
論
述
す
る
。
こ
の
批
判
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
本
来
的
傾
向
が
徹
底
的
に
解
明
さ
れ
た
後
で
は
じ
め
て

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
口

哲
学
思
想
論
集

十
一
一
一
号

七
九
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八

Das Problem der Methode bei "¥V. Dilthey. 

-Eine Einleitung (1)一

Tsukasa MORIMOTO 

Dieser Aufsatz beschaftigt sich mit dem Thema der Selbstbesinnung W. Diltheys uber 

seine Forschungsmethode. Dilthey is nach der Interpretation M. Heideggers sozusagen 

ein Philosoph vom nur halbfertigen Historismus oder nach der H. -G. Gadamers nur 

ein Cartesianer. Diese beiden Interpretationen sind aber zu einseitig， weil die Darlegung 

der philosophischen Diskussion bei Dilthey vielseitige Dimensionen hat und sehr vor-

sichtig besorgt wird. Trotzdem geben diE.se Interpretationen den tiefen Einflus auf die 

bisherigen nicht wenigen Dilthey-Forscher. 30 mochten wir zunachst einen kurzeren 

Umris dieser beiden Interpretationen geben. Auf dem Grund dieser Darstellung konnen 

wIr die eigentliche Gestalt der philosophischen Forschungsmethode Dilthey noch objek-

tiv und noch genauer darlegen. Zum ersten Schritt mochten wir den vielseitigen， ratsel-

haften Charakter der Philosophie Diltheys klar machen (“Vorredeヴ. V on diesem Ge-

sichtspunkt her konnen wir die Einseitigkeit der Heideggerschen Kritik gegen die Philo-

sophie Diltheys erklaren (''1''). Dies macht den ersten Teil unserer einleitenden Darstel-

lung. 
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