
〈
研

究

論

文

４

〉

西
田
哲
学
成
立
過
程
に

お
け
る
カ
ン
ト
哲
学
の
位
置

三
　
井
　
善
　
止

カ
ン
ト
哲

学
の
現
代
的
意
義

の
再
検
討

は
、
哲
学
不
在
と

も
い
わ
れ
る
今

日

の
科
学
時
代

に
お
い
て
当
然

の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
そ

れ
と
と

も
に
、
近

代
日

本
の
哲
学

に
お
い
て
唯
一

の
独

創
的
世
界
的
哲
学
と

い
わ
れ
る
西
田
哲

学

の
現
代
的
意
義
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
意
義
深

い
事
実
で

あ
る
。

両

哲
学
は
思
想
的
な
立
場

の
上
で
対
立
的
特
徴
を
示

し
て

い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ

れ
と
同
時

に
ま

た
、
き

わ
め
て
親
密
な
関

わ
り
を
有

し
て

い
る
。

そ

れ
故
、
両

哲
学

の
思
想
的
特
徴

は
か
か
る
対
立
的
関
係
に
あ
る
思

想
を
比

較
検
討

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
明

ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ

か
ら
ま
た

両

哲
学
の
現
代
的
意
義
も
明
確

に
な

る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

本

論
文

は
こ
の
よ
う
な
意
味
で

の
カ
ン
ト
哲
学
お
よ
び
西

田
哲

学
の
現
代

的
意
義

を
解
明
す
る
た
め
の
予
備
的
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
歴

史
的

な

意
味
で

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
西
田
哲
学
の
側
か
ら
カ
ン
ト
哲
学
と

の

関

わ
り
を
取

り
上
げ

、
そ
れ

が
西
田
哲
学
の
成
立
過

程
に
お
い
て
い

か
な

る

位
置
を
占
め
て

い
る
か
を
究
明

し
て
い
き
た
い
。

一

周
知
の
如
く
、
西

田
哲
学
は
西

洋
哲
学
の
受

容
を
越
え
、
そ
れ
と
の
対
決

を
通
し
て
、
こ
れ
を
克
服

す
る
独

自
の
哲
学
的
立
場
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
西

田
が
か
か
る
独
自

の
哲
学
的
立
場

を
形
成
す
る
に
至

っ
た
背
景

忙
は
、
西
洋
哲
学
克
服

の
原
動
力
と
も
い
う
べ
き
彼

の
独
自
の
体
験
と
し
て

の
褝
体
験
が
大

き
く
働
い
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
西

洋
哲
学
の
克
服

は
可
能

と
な
っ
た
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
禅
体

験
を
原

動
力
と

す
る
西

洋
哲
学
の
超
克

は
哲
学
の
上
に
お
い
て
禅
体
験
の
論

理
化
と
い
っ
た
様
相
を
と

る
と

い
う
こ
と
が
で
き

る
。
従

っ
て
、
西

田
に
と

っ
て
西

洋
哲
学
は
一
方
で

禅
体

験
の
論
理
化
の
た
め
の
論
理
を
有
す
る
哲
学

の
範
型
で

あ
り
、
ま
た
同

時
に
、
徹
底
し
た
批
判
的
対
決
を
通
し
て
、
そ
れ



を
包
み
越
え

る
自

ら
の
哲
学
的
立
場

の
形

成
を
可
能

と
す
る
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
し

か
し
、
無
論
、
全
て
の
西

洋
哲

学
が
西
田

哲
学

に
と

っ
て
か
か
る

意
味

を
も
つ
も

の
で

は
な
く
、
ま
た
、
そ

れ
の
西

田
哲
学

に
対
す
る
関
係
も

一
通

の
も
の
で

は
な
い
。
簡

単
に
言
え
ば

、
西
洋
哲

学
は
西
田
に
と

っ
て
親

近
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
、
対

決
的
関
係

に
あ
る
も
の
と

に
分
け
ら
れ
る
が
、

前
者

は
汎

神
論
的
・
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
・
体
系
的
哲
学
の
傾
向
を
も
ち
、

弁
証
法
的
論
理
構
造
に
お
い
て
考
察

さ
れ

る
。
そ

の
結
果
、
科
学
的
・
非
形

而

上
学
的
・
非
体
系
的
哲

学
を
否
定
し
、
分
析
的
・
悟
性
的
論
理
構
造
を
拒

否

す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
否
定
お
よ
び
拒
否
は
西

田
に
お
い
て

は
抹
殺
的
否
定

あ
る
い
は
拒
絶
で

は
な
く
、
自
ら
の
立
場
の
内

に
対

決
的

に

後
者

の
立
場

を
包
括
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ

う
な
西
洋
哲
学
に
対
す
る
西

田
の
哲
学
的
態
度

に
お
い
て
、
専

ら
そ

の
対
決
的
姿
勢

が
示

さ
れ
る
の
は
カ
ン
ト
哲
学
に
関

す
る
も
の
で
あ
る

と

い
え

る
。
即

ち
、
西
田
哲
学
の
形

成
過
程
に
お
い
て

カ
ン
ト
哲
学

は
き
わ

め
て

重
要

な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

西
田

に
と

っ
て

カ
ン
ト
哲
学

は
他
の
哲
学
と
は
違
っ
た
位
置

に
あ
る
か
ら
で

あ

る
。
つ
ま

り
一
つ

は
西
田
自
身
、
カ
ン
ト
哲
学
を
そ
の
内

へ
と
包
括
す
る

こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め
て
自
ら
の
哲
学
的
体

系
を
構

築
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
み
な
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
西

田
の
カ
ン
ト
哲
学
理
解
は
新

カ
ン
ト
学
派

に
よ

っ
て
大
き
く
制
約

さ
れ
た
面

を
当
初
多
分

に
も

っ
て

い
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
点
は
カ
ン
ト
哲
学
を
批
判
的

に
克
服
す
る
こ
と

が

意
図
さ
れ
て

お
り
、
こ

の
点

に
お
い
て
西
田

は
カ
ン
ト
哲
学
に
対
し
て

は
否

定
的
・
対
決
的
に
関
係
し
、
カ
ン
ト
哲
学
を
弁
証
法
的

に
克
服
す
る
作
業
の

う
ち
に
自
ら
の
哲
学
の
完
成
の
重
要

な
部
分
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
西
田
は
ま
さ
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
「
カ
ン
ト
を

理
解

す
る
こ
と

は
カ
ン
ト
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ

る
」
と
述
べ
た
如
く
、
カ

ン
ト
を
超
越
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
ら
の
哲
学

を
形
成
し
た
と
い
え

る
。
第

二

点
に
関

し
て
言
え
ば
、
そ
の
反
面

、
西

田
の
カ
ン
ト
哲
学
理
解

は
特
に
彼

の
哲
学
の
形
成

の
初
期
の
段
階

に
お
い
て

は
新

カ
ン
ト
学
派

の
カ
ン
ト
理
解

を
媒
介
と
し

た
も

の
と
み
ら
れ
る
点
が
多
く
、
そ
の
理
解
に
限
定
さ
れ
た
カ

ン
ト
哲
学

が
西
田
に
と
っ
て
支
配
的
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
西

田
哲
学
形
成
の
完
成
期
に
近
づ
く

に
つ
れ
、
彼
の
カ
ン
ト
哲

学
理
解
は
新

カ

ン
ト
学
派
の
制
約
を
離

れ
、
彼
自
身
に
よ
る
カ
ン
ト
哲
学
理
解
あ
る
い
は
カ

ン
ト
哲
学
と
の
対

決
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

西
田
哲
学
が
形

成
さ
れ
る
に
至
る
過
程
に
お
い
て
カ
ン
ト
哲
学
が
ど
の
よ

う

に
取

り
上
げ
ら
れ
て

い
た
か
に
つ
い
て
、
我

々
は
西
田
哲
学
の
確
立
に
至

る
時
期
の
変
遷
に
沿

っ
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
田
哲
学
の
形
成

に
関
す
る
時
代
区
分

に
つ
い
て
は
諸
説
も
あ
り
、
議
論

の
余
地
も
大

い
に
あ

る
が
、
こ
こ
で

は
特

に
西
田

が

昭
和
十
一

年
十
一
月

に
『
善

の
研
究
』
の

「
版
を
新
た
に
す

る
に
当

っ
て
」

に
お
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
基

づ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
お
け
る
西
田
の
カ
ン
ト
哲
学
理
解

を
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と

に
す
る
。

西
田
哲

学
は
五
つ
の
立
場
に
基
づ
い
て
五

期
に
分
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
純

粋
経
験

の
立
場
の
第
一
期
、
自
覚
の
立
場

の
第
二
期
、
場
所
の
立
場
の
第
三



期
、
弁
証
法

的
一

般
者
の
立
場

の
第
四
期
、
そ
し
て
歴
史
的
世
界
の
立
場
の

第

五
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
哲
学

は
五
段
階
の
発
展
過
程
に
お
い
て

そ
の
内

部
に
お
け
る
自
己
批
判
的
自
覚
契
機
を
通
し
て
そ
の
真

の
哲
学
形

態

を
確
立
お
よ
び
展
開
す
る
に
至
る
の
で
あ

る
。
西
田
哲
学

の
以
上

の
形
成
過

程
を
内
容
的

に
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
第
一
期

か
ら
第

三
期

ま
で

は
「
自
己

か
ら
世
界
を
見
る
立
場
」
の
自
覚
的
な
徹
底
深
化

の
立
場
で
あ

り
、
第
三
期

に
お
い
て
西
田
哲
学

は
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と

が
で

き
る
が
、
こ
れ

に
対

し
て
、
第
四
期
、
第
五
期

は
そ
れ
ま
で

の
立
場

の
具
体
化

の
作

業
の
段
階
と

み
ら
れ
、
「
世
界
か
ら
自
己
を
見
る
立
場
」
と
い
う
こ
と

が
で

き

る
。
従

っ

て
、
西
田

は
場
所
の
立
場
に
立
つ
こ
と

に
よ

っ
て
自
身

の
哲

学
の
究
極

の
立

場
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
り
、
こ

の
意
味
で

は
、
こ

の
立

場

に
至
る
段
階
に
お
い
て
西
洋
哲
学
の
受

容
お
よ
び
対

決
・
克
服
と

い
っ
た

面
が
極

め
て
強
く
、
我

々
が

カ
ン
ト
哲
学
に
対

す
る
西

田
の
態
度
と
理
解

を

明

ら
か
に
す
る
と

い
う
課
題

を
解
決
す
る
に
は
こ
の
三
期
に
お
け
る
西

田
哲

学
と

カ
ン
ト
哲
学
の
関

わ
り
を
段
階
的

に
究
明
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ

る
と
思

わ
れ
る
。

二

第

一
期
の
純
粋
経
験
の
立
場
を
示

す
著
作

お
よ
び
論
文

は
『
善
の
研

究
』

お
よ
び
「
認
識
論
に
於
け

る
純
論

理
派

の
主
張
に
就
て
」
（
以
下
「
純
論
理
派
」
）

で
あ
る
。
『
善
の
研
究
』
で
は
カ
ン
ト
の
名

は
わ
ず
か

六
箇
所

に
見

ら

れ

る

だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
中
で
西

田
が
カ
ン
ト
哲
学

を
内
容
的

に
取
り
上

げ
て
い
る

の
は
道

徳
の
問
題
に
関
し
て
で
あ

る
。
西
田
は
こ
の
書

に
お
い
て

純
粋
経
験

の
立
場

を
展
開
し
、
自
ら
の
哲
学
的
立
場

を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る

が
、
い
ま

だ
彼

の
真

の
立
場
は
徹
底
さ
れ
た
も
の
と

は
な

っ
て
お
ら
ず
、
諸

哲
学
思

想
と

の
本

来
の
対
決

は
明
確
に
は
行

わ
れ
て
い

な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

そ

れ
故

、
当
然

カ
ン
ト
哲
学
と
の
関
係
も
こ
こ
で

は
素
朴

な
段
階
で

あ
っ
て
、

カ
ン
ト
哲

学
の
深

奥
に
入
り
込

ん
だ
議
論
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

『
善

の
研
究
』
出

版
と
同
じ
明
治
四
十
四
年

に
発
表

さ
れ

た
「
純
論
理
派
」

に
お
い
て
西
田

は
彼
自
身

の
カ
ン
ト
哲
学
お
よ
び
新

カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
思

想
に
つ

い
て

の
理
解

を
明

ら
か

に
し
て
い
る
。
こ

の
論
文
で

は
西

田
は
彼
自

身

の
哲

学
の
内
容

に
関
す

る
積
極
的
な
主
張

を
ほ
と

ん
ど
行

っ
て

い
な
い
が
。

こ

の
時

期
以
降
彼

は
カ
ン
ト
お
よ
び
新
カ
ン
ト
学
派

の
人

び
と
の
哲
学
に
強

い
関

心
を
抱
き

は
じ
め
、
中
で
も
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
哲

学
に
強
く
関
わ
る
よ
う

に
な
る
。

「
純
論
理
派
」
に
お
い
て
西
田

は
純
論
理
派
の
立
場
と
純
粋
経
験
の
立
場

の
二
つ
の
立
場
に
よ
る
認
識
論

が
あ
る
と
し
、
純
論
理
派
の
立
場
が
い
ま
だ

徹
底
さ
れ
尽
し
て
い
な
い
独
断

的
仮
定
を
内
に
含
ん
だ
も
の
で
あ

る
の
に
対

し
て
、
こ

の
仮
定
を
打
ち
破
っ
た
も
の
が
純
粋
経
験
の
立
場
で
あ

る
と
捉
え

て
い
る
。
こ
こ
で
西
田
は
純
論
理
派

の
立
場
を
リ

ッ
ケ
ル
ト
の
主
張

を
通
し

て
明

ら
か
に
し
、

か
つ
ま
た
そ
の
思
想

の
根
元
で
あ
る

カ
ン
ト
の
認
識
論
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
西
田
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
理
解
は
、
一
九
一
一
年
以
前

に
お
け

る
著
作

お
よ
び
論
文
を
通
し
て
も

の
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
リ

ツ
ケ
ル
ト
は
「
認
識
作
用
と
は
当
為

の
是
認
で
あ
る
」
と
し
、
当
為

は
判
断



の
問
題

と
し
て
価
値
の
問
題
に
他
な
ら
ず
、
し
か
も
か
か
る
価
値

は
す
べ
て

理
論
的
価
値
で
あ

る
と
す
る
。
即
ち
、
リ

ッ
ケ
ル
ト
は
意
味
お
よ

び
価
値

に

認
識
の
客
観
性

の
基
礎
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
西

田
は
リ
ッ
ケ
ル
ト

が
価
値
よ
り
出
立
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方

は
純
粋
経
験

の
立

場
に
近

い
も
の
と
み
る
。
即
ち
、
西
田

は
「
純
粋
経
験
は
価
値

の
世
界
で
あ

る
、
意
味
と
か
価
値
と
い
ふ
の
が
経
験

の
直
接
状
態
」
で
あ
る
と
考
え

る
の

で
あ
る
。
し
か
し

、
リ

ッ
ケ
ル
ト
が
概
念
以
前
の
も
の
を
不
可
解

な
る
も
の

と

し

て

、

無
意

味

で

あ

る
と

説

く

こ

と

に
対

し

て

、

西

田

は

「
知

情

意

未

分

以

前

経

験

の

具
体

的

体

系

を
有

す

る
も

の
」

の

「
理

解
以

前

の

理
解

」

と

い

う
こ
と
を
認
め
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
論
理
的
理
解
を
不
徹
底
な
独
断
的
な
も
の

と
し
て
退
け
る
。
そ
し
て
西
田

は
リ

ッ
ケ
ル
ト
と

カ
ン
ト
の
違

い
を
次

の
点

に
み
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト

は
超
経
験
的
で

は
あ
る
が
、
な
お
自
覚

の
統
一
と

い
っ
た
事
実
を
基
礎
と
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
リ

ッ
ケ
ル
ト
は
事
実
と
真

扈

を
峻
別
し
て

、
真
理

は
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
従
う
こ
と
に
よ

っ
て

は
じ
め
て

把

握
さ
れ
る
、
と
す
る
点
で
あ

る
。

さ
ら
に
、
西

田
は
カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚

を
純
粋
経
験
か
ら
み
れ
ば
、
一

種

の
経
験
統
一
で
あ
り
、
「
カ
ン
ト
が
す
べ
て
の
範
疇
の
本
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
統
一
の
範
疇
か
ら
区
別
し
て
純
（
粋
）
統
覚
を
説
い
て
居
る
」
点
で

純
粋
統
覚
は
「
反
省
す

る
こ
と

の
で
き

な
い
、
思
惟
の
対
象
と
な
ら
な
い
直

接
の
活
動
的
統
一
」
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
従
っ
て
、
論
理
的
要
求
に
お
い

て
事
実
と
当
為

あ
る
い

は
経
験
と
思
惟
を
厳
密

に
区
別
し
、
当
為

あ
る
い
は

思
惟
の
立
場
に
立
つ
リ

ッ
ケ
ル
ト
を
否
定
し
て
、
西
田
は
そ
れ
を
一
層
徹
底

し
た
立
場
と

し
て
純
粋
経
験

の
立
場
に
近
い
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
純
粋
統

覚
を
捉
え
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
田
は
カ
ン
ト
の
純

粋
統
覚
を
純
粋
経
験
の
世
界

に
近
い
も
の
と
し
て
、
し
か
も
、
意
味
の
世
界

に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
理
解
は
ま
さ
に
リ
ッ
ケ
ル
ト

の
カ
ン
ト
理
解
に
準

じ
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
と
い
う
の
も
、
リ

ツ
ケ
ル
ト
は
カ
ン
ト
の
純
粋

（
超
越
論
的
）
統

覚
を
「
意
味
の
概
念
」
と
し

て
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
内
容
に
関
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
次
の
よ

う

に
述
べ
て
い
る
。
「
近
代

に
於
て

は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や

ヘ
ー
ゲ
ル

の

試
み

た

意
味
解
明

は
主
と
し
て

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
の
考
え
を
受

け
継
い
で
き

て
い

る
。
彼
ら
の
形
而

上
学

は
か
か

る
意
味
概

念
に
出
発
点
を
置

い
た
結
果

、

意
味
解
釈
は
超
越
的
実

在
の
創
造
へ
と
転
化

す

る
こ

と

に

な
っ
た

の
で

あ

る
」
と
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
こ

の
言
葉

は
西
田
の
こ

れ
以

後
の
進
む
べ
き
道

を

も
暗
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

三

第

二

期

に
当

た

る

自

覚

の

立

場

は

「
論

理

の

理

解

と

数

理

の

理

解

」
（
一

九

二
一
）
と

、

さ

ら

に

こ

の

論

文

を

先
駆

と

す

る

『
自

覚

に
於

け

る

直

観

と

反

省

』
（
前
半
は
「
芸
文
」
に
、
後
半
は
「
哲
学
研
究
」
に
一
九
一
三
年

か

ら
一
九
一

七
年

に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
）
に

お

い
て

成

立

す

る

。
西

田

に

よ

れ

ば

、

こ

の
著

作

が
書

か
れ

た

目

的

は

「

自
覚

的

体

系

の
形

式

に
従

っ
て

す

べ

て

の

実

在
を
考
へ
、
之
に
依
っ
て
現
今
哲
学
重
要
な
る
問
題
と
思
は
れ
る
価
値
と

存
在

、
意
味
と
事
実
と
の
結

合
を
説
明
」
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
。
そ
こ
で
西



田
は
こ
の
自
覚
の
立
場
を
フ
ィ
ヒ
テ
的
立
場
で
新
カ
ン
ト
学
派
と
ベ
ル
グ
ソ

ン
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
立
場
は
西
田
の

純

粋
経
験
の
立
場
に
相
応
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
ベ
ル

グ
ソ
ン
の
純
粋
持

続

の
考

え
を
取

り
入
れ
た
不
断
進
行
の
意
識
と
し
て
の
直
観
の
事
実
に
他
な
ら

ず
、
西

田
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

は
価
値

の
世
界
で
あ
り
意
味
の
世
界
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
立
場
で

は
そ

の
内
部
の
構
造

は
明

ら
か
と
な

っ
て
は
い
な
い
と

西

田
は
考
え

、
純
粋
経

験
の
不
備
を
補
う
た

め
に
一
層
そ
の
根
源
へ
と

遡
り
、

あ

ら
ゆ
る
対

立
が
そ
こ

に
お
い
て
結
合
す
る
最
も
具
体
的
な
実
在
を
絶
対
的

自
由

の
意
志

の
自
覚
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
が
。
そ
れ
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の

価
値

の
世
界

が
存
在
の
世
界
と
同
一
で

あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
と
共

に
、

コ
ー
ヘ
ン
の
「
極
限
概
念
」
に
よ
っ
て

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
立
場
を
包
越
し
、

フ

ィ
ヒ
テ
的
立
場

に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可

能
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
思
想

内
容
の
展
開

は
新

カ
ン
ト
学
派

の
思

想
の
徹
底
と

い
う
作
業
に
よ

っ
て
行
わ

れ
た
と
い
う
点
で
、
西
田
が
フ
ィ
ヒ
テ
的
立
場

に
立
つ
こ
と

に
な
る
の

は
極

め
て
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た
と

い
っ
て

よ
い
で

あ
ろ
う
。
即
ち

、
マ
ー
ル
ブ

ル
ク
学
派
を
代
表
す
る
コ
ー
ヘ
ン
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
ア

プ
リ
オ
リ
ス

ム
ス
の
方
向
へ
と
純
化
し
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理

主
義
へ
と
移
行
し
、

リ

″
ケ
ル
ト
の
哲
学
は
フ
ィ
ヒ
テ

の
主
意

主
義

へ
と
至

る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
西
田
の
新

カ
ン
ト
学
派
と

の
対
決

は
、
そ

の
思
想
成
立

の
源
で
あ
る
カ
ン

ト
哲
学
と
の
密
接
な
関

わ
り
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、

カ
ン
ト
哲
学
と

の
対
決
を
も
余
儀
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

西

田
は
『
自

覚
に
於
け

る
直
観
と
反
省
』
の
「
跋
」
に
お
い
て
「
此
書

に

於
て
述
べ
た
考
を
カ
ン
ト
哲
学
と
の
関
係
に
於
て
簡
単
に
ま
と
め
て
」
論
じ

て

い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
西

田
は
カ
ン
ト
哲
学
の
真

理
認
識
、
物
自
体

の
考

え

が
新

カ
ン
ト
学
派
に
よ
っ
て
洗
練

さ
れ
た
と
考
え
て

い
る
。
即
ち
、
リ
ッ

ケ
ル
ト
が
認
識
の
対
象
を
当
為
と

か
価
値
と
考
え
た
こ
と
、
新

カ
ン
ト
学
徒

た
ち
が
物
自
体
を
概
念
的
知
識
以
前

に
与
え
ら
れ
た
直
接
経
験
の
如

き
も
の

と
考
え
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
認
識
論
上
真
の
主
観
と
い
う
べ
き

も
の

は
一
つ

の
客
観
界
を
構
成
す
る
統
一
作
用
で
あ
っ
て

、
カ
ン
ト
の
純
粋
自
我

統
一

に
他
な
ら
な
い
。
そ

の
結
果

、
西
田
は

カ
ン
ト
の
物
自
体
を
絶
対
自
由

の
意
志
と
考
え
、
こ
の
物
自
体
の
世
界
は
絶
対
意
志
の
直
接
の
対
象

、
即
ち
、

芸
術

の
世
界
、
宗
教

の
世
界
と
考
え
た
の
で

あ
る
。

四

さ
て

、
西

田
は
自
覚
の
立
場
が
い
ま
だ
観
念
論
的
あ
る
い
は
主
観
主
義
的

な
枠
組
を
超
え
て

お
ら
ず
、
彼
の
求
め
る
真

の
具
体
的
実
在
に
達
し
て
い
な

い
と
し
て

、
絶
対
的
自
由
の
意
志
そ
の
も
の
の
成
立
す
る
基
盤
へ
と
考
察
を

向
け
る
の
で

あ
る
。
こ
の
立
場
は
自
覚
の
深
化
で
あ

っ
て
自
覚
そ
の
も
の
の

発
展
と
い
っ
て
よ
い
立
場
で
あ
る
。
彼
は
「
対

象
と
対
象
と
が
互

に
相
関
係

し
、
一
体
系
を
成
し
て
、
自
己
自
身
を
維
持

す
る
と
云
ふ
に
は
、
か
か
る
体

系
自
身
を
維
持
す

る
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
共
に
、
か
か
る
体
系

を
そ
の
中

に
成
立
せ
し
め
、
か
か
る
体
系
が
そ
れ
に
於
て
あ

る
と
云
ふ
べ
き

も
の
が
考
へ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

い
う
立
場

に
立
っ
て

、
こ

の
「
そ
の
中

に
成
立
せ
し

め
る
も
の
」

を
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
語
に
倣
う



て
「
場
所
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
西
田
は
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
か
ら
の
示

唆
に
よ

っ
て
、
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
意
識
一
般
の
野
」
の

考
え
を
克
服
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
主
観
主
義

、
主
意
主
義
を
超
え
る
直
観

主
義
的
な
も
の
（
あ
る
い
は
実
在
主
義

的
な
も
の
）
へ
の
移
行
を
通
し
て
場

所

の
立
場

へ
と
至

っ
た
の
で
あ

る
。

か
か
る
立
場
に
お
い
て
は
、
新
カ
ン
ト

学
派

の
思
想

は
彼
の
中
で
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き

る
。
し

か

も
こ

の
立
場
に
お
い
て

カ
ン
ト
と
新

カ
ン
ト
学
派
と

の
区
別

が
西

田
の
中
で

明
確

に
な

っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西

田
は
「
場
所
」
を
三
つ

の
層
を

も
つ
も
の
と

し
て

あ
ら
わ
し
て

い
る
。
第
一

は
有

の
場
所
で
あ
り
、
第
二

は

対
立
的
無
の
場
所
で
あ

り
、
第

三
は
真

の
無

の
場
所
で
あ
る
。
第
一
の
有
の

場
所
は
物
質
あ

る
い
は
物
質
的

な
力

の
見

ら
れ
る
空
間
で

あ
り
、
第
二

の
対

立
的
無

の
場
所

は
い
わ
ゆ

る
意
識
一
般
の
野
で
あ
る
。
第

三
の
無

の
場
所

は

物

を
映
す
「
意
識
一
般

の
野
」

を
包
む
場
所
と
し
て
本

来
の
場
所

と
い
え

る
。

西
田

は
「

カ
ン
ト
学
派
で
は
認
識
対
象
界
に
対

し
て

主
観
的

に
超
越
的

主

観
即
ち
意
識
一
般
と
い
ふ
如
き
も

の
が
考
へ
ら
れ
る
」
と

い
い

、
我

々
の
意

識

の
世
界
は
こ
の
意
識
一
般
と
し
て
の
領
野
に
包
ま
れ
る
こ
と

に
お
い
て
成

立
す
る
と
考
え

る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
西

田
は
対
立
的
無

の
場
所
で

は
、
意

識
作
用
と

し
て

の
判
断

者
即
ち
判
断
作
用
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
こ

の
場
所

も
一

種
の
有

と
し
て
作
用

の
基
体
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

故

、
西
田

は
こ

の
対
立
的
無

の
場
所

は
さ
ら
に
真
の
無
の
場
所
よ
り
み
ら
れ

た
と
き
、
作
用
で

は
な
く

、
単

に
妥
当
的

な
も
の
が
見
ら
れ
る
の
み
で

あ
る

と
考
え
る
。
即
ち
、
「

カ
ン
ト
の
意
識
一
般
も

す

べ
て

の
認
識

の
構

成
的

主

観
と
し
て

は
、
真

の
無

の
場
所
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
此
場
所

に
於
て

は
、

す

べ
て

『
於
て
あ

る
も
の
』

は
妥
当

す
る
も
の
で
あ
る
。
是

に
於
て
、
す
べ

て
存
在
的
有

は
変
じ
て
繋
辞
的
有
と

な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
意
識
一
般
も

尚
真
の
無
の
立
場
で
は
な
い
。
対
立
的
無
の
立
場
か
ら
絶
対
的
無
の
立
場
へ

の
入
口
に
過
ぎ
な
い
。」
従
っ
て
、
「
カ
ン
ト
が
感
覚

に
よ

っ
て

知
識

の
内
容

を
受
け
取

る
と
考

へ
た
意
識

は
、
対
立
的
無

の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

単
に
映
す
鏡
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
場
所
に
於
て
感
覚
の
世
界
が
あ

る
。」
し
か
し

、
意
識
一
般

は
こ
の
よ
う
な
意
識
で
は
な
く
、
こ

の
意
識
の
於

て
あ

る
場
所

に
他
な
ら
な
い
。
対
立
的
無
か
ら
真

の
無

の
場
所
へ
移
る
時
、

カ
ン
ト
の
意
識
一
般

は
成
り
立
つ
の
で
、
こ
こ
で

は
じ

め
て
す
べ
て
が
認
識

対
象
と
な
る
。
そ
れ
故
、
「
真
実
在
は
認
識
対
象
の
形
を
潜
め
て
、
不
可
知

的
な
る
物

自
体
と
な
る
。」
し

か
し
、
物

自
体

は
除
去
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

質
料
で

あ
る
。
か
か
る
物
自
体
と
同

様
に
意
識
一
般

は
判
断
の
主
観
で
あ
り

な
が
ら
、
判
断

作
用

を
超
越
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
真

の
意
識

は
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行

の
如
く
、
そ
の
背
後
に
意
志
の
意
義

を
も
つ
も

の
で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て

、
真
の
無
の
場
所

に
於
て
あ

る
も
の
は

叡
知
的
存
在
で
あ
り
、

か
か
る
場
所

は
叡
智
的
存
在
の
場
所

な
の
で
あ
る
。

西
田

は
か
か

る
場
所

の
立
場
に
お
け

る
新
カ
ン
ト
学
派

お
よ
び
カ
ン
ト
哲
学

と
の
関
係
を
、
「
左
右
田
博
士
に
答

ふ
」
の
論
文

に

お
い

て

明
確

に
打
ち
出

し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
左
右
田
喜
一
郎
の
「
西
田
哲
学
の
方
法
に
就
て
―

西
田
博
士
の
教
え
を
乞
ふ
―
」
に
答
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
左
右
田

は
、
西

田
が
発
表
し

た
「
働
く
も
の
」

お
よ
び
「
場
所
」
を
読
み

、
こ
れ
に



対

す

る

質

疑

と

し
て

発

表

し

た

も

の
で

あ

る

が
、

こ

の

論

文

に

お

い

て

左

右

田

が

西

田

の

学

説

を

「
西

田

哲

学
」

と

称
し

、
そ

の

体

系

の

独

創

性

と

完

成

を

評

価

し

た

の

で
あ

る

が
、
「
純

然

た

る
学

問

上

の

立

場

か

ら

西

田

哲

学

の

確

立

は
学

問

上

一
個

の
思

想

逆

転

に

す

ぎ

ぬ
と

確

信

す

る

」
と

し

て

、

五

点

の
疑
問
を
提
出
し
た
。
（
一
）
何
故
知
識
に
対
し
て
意
志
の
上
位
を
認
め
る
の
か
。

（
二
）
場
所
を
以
っ
て
何
故
「
無
」
と
す
る
の
か
。
（
三
）
一
相
対
的
無
の
立
場
を
越
え

て

真

の

無

の

場
所

を
考

え

る
こ

と

が
で

き

る

な

ら
ば

、

何

故

「

真

の

ま

た

真

の
無
」
の
場
所
を
考
え
得
ぬ
か
。
（
四
）
真
の
場
所
の
中
で
意
志
と
直
観
と
は
ど

の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ
る
の
か
。
（
五
）
西
田
哲
学
は
理
論
理
性
の
僭
越
を
犯

し

独

断

的
形

而

上
学

に
陥

っ
て

い

る

の
で

は
な

い

か

。

以

上

の

五

点

に

お

い

て

、
左

右

田

は

強

固

な

新

カ

ン
ト

学
派

（
西

南

学

派

）

の

学

徒

と

し
て

、
西

田

の

哲
学

的

方

法

論

は
形

而

上

学

に

堕

す

る

も

の

で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
特
に
、
（
一
）
（
二
）
の
点
を
通
し
て
左
右
田
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
総
じ
て
西
田
哲
学
に
余
が
不
満
足
を
感
ず
る
の
は
、

消

極

的

に
限
界

を

劃

す

る

の

み

な

る
批

判

哲

学

の
境

地

に
い

つ

も

積

極

的

な

属
性
を
考
へ
ら
る
る
事
で
あ
る
。
…
…
此
の
上
に
積
極
的
の
限
定
を
得
て
此

れ

に
導

か
れ

て

消

極

的

の
限

界

を

説

く

こ
と

は

便
利

で

も

あ

り

、

…

…

夫

な

ら

ば

宗

教

上

の

神
や

認

識
論

上

の
物

自

体

を

説

く
も

の

に
比

し

て

、

現

在

の

学

問

の
発

達

、

知
識

の

程
度

に
応

じ

て
唯

だ
手

際
が

よ

い

と

い

ふ

の

差

あ

る

だ

け

で

あ

る

。」
左
右

田

が
単

に

消

極

的

な
限

界

を
積

極

的

な

も

の

に

変

え

て

い

く

西

田

の
手

法

に
対

し
て

、

疑
義

を

申

し
立

て

る

の

は
ま

さ

に
新

カ

ン
ト

学

徒

と

し

て

の
面

目
躍

如

た

る

も

の

が

あ

る

が

、
第

五

点

の

独

断

的
形

而

上

学

へ

の
堕

落

と

す

る

批

判

を

中

心

と

し
て

、

こ

れ

ら

の
批

判

は
西

田

哲

学

の

根

本

的
立

場

を

問

う

と

と

も

に

、
新

カ

ン
ト

学

派

お

よ

び

カ

ン

ト
哲

学

に

対

す

る
西

田

の

立

場

を

明

確

に

す

る

。
西

田

は

「
左

右

田

博
士

に
答

ふ

」

に
お

い
て

、
左

右

田

の

疑

問

に

直

接

的

に
答

え

る
形

式

は
と

ら

ず

、
「
博

士

の

批

評

の

由

っ
て

起

る

根

底

と
思

は
れ

る

も

の

に
対

し

て

」

考

え

を

述

べ

る
と

い

う
答

え
方

を

し

て

い

る

。

即

ち

、
西

田

は
特

に
リ

ッ

ケ
ル

ト

を
批

判

し

、
さ

ら

に

そ
こ

か

ら

カ

ン
ト

哲

学

へ

と

論

及
し

て

い

る

。
西

田

は
こ

の
論

文

に
お

い
て

、
ま

ず

「
知

る

と

い

ふ

こ

と
」

と

「
知

る
こ

と

を

知

る
と

い

ふ
こ

と

」

と

の
区

別

を

明

確

に

す

る

こ

と

を

強
調

し

、

こ

の
区

別

が
明

ら

か
で

な

け

れ

ば
自

家
撞

着

に
陥

る

と

説

い

て

い

る

。
そ

し

て

、

知

る

こ
と

を
知

る
こ

と

が

ま

さ

に
自

覚

で

あ

っ
て

、

こ

の

自

覚

的
方

向

に
意

識

一

般

の
立

場

、

真

の
無

の
場

所

た

る

直

覚

的

自

覚

が

成

立

し

、
こ

の
中

間

に
意

志
的

自

覚

が
成

り
立

つ
。
「
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
は
〔
認
識
作
用
其
者
の
内
に
反
省
し
て
行
く
こ

と
〕

の
意
味

に
於
て
自
覚
の
純
化
し
た
も
の
で
あ
り
」
、
「
私

が
作
用

の
作
用

と
し
て
自
覚
的
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
作
用

の
作
用
と

い
う
作
用

の
自
覚

が
な
さ
れ
て

お
り
、
真
の
自
己
同
一
と
し
て
自

覚
の
立
場

に
立
つ
も

の
で
あ

る
と
み
な
し
て

い
る
。
そ
し
て
西
田
は
カ
ン
ト

の
構
成
的
客
観
と
し
て

の
純
粋
統
覚
が
単
に
論
理
的
主
観
で

は
な
く
、
内

容

と
形

式
を
結
合
す

る
知
覚
と
思
惟
と
の
綜

合
的
主
観
と
捉
え
、
リ
ッ

ケ
ル
ト

な
ど
の
西

南
学
派
が
こ
の
点

を
深
く
顧
慮

し
て
お
ら
ず
、
か
か
る
主
観
を
単

に
判
断
的

主
観

に
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
対

し
て
、
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、

カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
意
義
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
と
論
じ
て

い



る
。
西

田
は
カ
ン
ト
が
「
形
式
と
内
容
と
の
統
一
を
知
的
自
覚
に
求
め
た
」

こ
と

に
つ

い
て

「
カ
ン
ト
哲
学
の
真
髄
は
此
に
あ

る
」
と

し

て
、
「
私

は
カ

ン
ト
の
此
立
場
に
立
っ
て
深
く
自
覚
的
主
観
の
意
義
を
考
へ
て
見
た
い
」
と

言

っ
て
い

る
。
つ

ま
り
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
主
観

は
西
田
の
場
所
で
も

あ

り
、
ま

た
真

の
無

の
場
所
へ
の
転
換
点
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
西

田
は
積

極
的

に
カ
ン
ト
哲
学

に
お
け
る
自
覚
の
方
向
を
評
価
す
る
。
し
か
し
一
方
で

カ
ン
ト
哲
学
の
徹
底
で
も
あ
る
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
対
し
て
は
こ
の
場
所
の
立
場

に
立

っ
て
明
確
に
拒
否
す
る
態
度
を
と

っ
て

い

る
。
即

ち
、
「
リ
ッ
ケ
ル
ト

の
判
断
意
識
と
い
ふ
の
は
、
先

づ
主
客

の
対

立

を
考

へ
、
知

る
と

い

ふ
こ

と
を
作
用

と
考
へ
る
心
理
学
的
見
方

を
基
と
し

た
も
の
で
あ

る
。
而
し
て
そ

の
認
識
主
観
と
い
ふ
の
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
主
観

か
ら
所
与

の
原
理
を
除
去

し
て

、
単
に
形

式
的

に
考
へ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。」
そ
れ
故
、
西
田
は
「
カ

ン
ト
の
認
識
主
観
に
つ
い
て
は
、
リ
ッ
ケ
ル
卜
の
如
き
考
に
反
し
て
、
む
し

ろ
カ
ン
ト
自
身

の
考

を
維
持
し

た
い
と
思
ふ
」
と
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
西

田
は
自

覚
の
立
場

に
お
い
て
当
初
リ

ッ
ケ
ル
ト
的
思
考
の
も
と
で
考

え
て

お
り
、
ま
た
カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚
に
つ
い
て
の
解
釈
も
リ

ッ
ケ
ル
ト
的

理
解

の
も
と

に
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
が
、
自
覚
の
立
場
の
徹
底
あ

る
い
は
そ
の
発
展
的
克
服
の
立
場
と
し
て
の
場
所
の
立
場
に
お
い
て

は
、
か

か
る
態
度
お
よ
び
カ
ン
ト
理
解
を
捨
て
て
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
と
カ
ン
ト
を
明
確

に
峻
別
し
、

カ
ン
ト
自
身
の
意
味
を
深

め
る
と

い
う
態
度

を
と

っ
て
い
る
。

即
ち
、
西
田

は
新

カ
ン
ト
学
派

の
カ
ン
ト
を
破

棄
し

た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ

に
よ

っ
て
果

た
し
て

カ
ン
ト
そ

の
も

の
の
理
解

が
な
さ
れ
た

か
ど
う
か
は
こ

こ
で

は
ま
だ
断
定

さ
れ
え
な
い
。
即
ち

、
西
田

は
カ
ン
ト
を
新

カ
ン
ト
学
派

（
主
と
し
て
西
南
学
派
リ
ッ
ケ
ル
ト
）

か
ら
解
釈
す
る
こ
と

に
よ

っ
て

、
逆

に
コ
ー
ヘ
ン
と
と
も

に
フ
ィ
ヒ
テ
以
降

の
ド
イ
ツ
観
念
論

に
よ
る

カ
ン
ト
理

解

へ
と
身

を
近

づ
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

西
田

の
哲
学
的
発
展
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
の
理
解
も
西
田
哲
学
の
中
で
発
展

し

、
推
移
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

の
点
で
西
田
の
ド
イ
ツ

観
念
論
と

の
関
係
の
も
と
で
、
西
田
の
カ
ン
ト
理
解

も
明

ら
か
と
な
る
で
あ

ろ
う
し
、

ド
イ
ツ
観
念
論

に
対
し
て
西
田
が
と
っ
た
態
度

お
よ
び
そ
れ
に
対

す
る
問
題
提
示

と
の
関
係

に
お
い
て
、
西

田
の
カ
ン
ト
理
解
へ
の
問
題
点
も

明

確
に
な

っ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。

（

１

）
　

西

田

幾

多

郎

全

集

、

第

七

巻

、

二

〇

三

頁

。

（
２
）
 
Ｈ

．
　
Ｃ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
：
　
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ

．

１

．

Ａ
ｕ
ｆ
ｌ
.
　
１
８
９
２

，

２
.

Ａ

ｕ

ｆｌ

．
　
１
９

０
４

。

Ｚ
w
ｅ
ｉ
　
Ｗ
ｅ
ｇ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
.
　
１
９
０
９
.

Ｄ

ａ
ｓ

　
Ｅ

ｉｎ

ｅ

，
　
ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｅ

ｉ
ｎ

ｈ
ｅ

ｉ
ｔ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
ｄ

ｉ
ｅ

　
Ｅ

ｉ
ｎ

ｓ

． 　

１
９
１

１
．

（

３

）
　

西

田

幾

多

郎

全

集

、

第

一

巻

、

一

二

八

頁

。

（

４

）
　

同

書

、

二

三

〇

頁

。

（

５

）
　

同

書

、

二

三

一

頁

。

（

６

）
　

同

書

、

二

三

三

頁

。

（

７

）
　

同

書

、

二

三

三

頁

。

（

８

）
　

Ｈ

．
　
Ｋ

ｉｃ

ｋ

ｅ
ｒ

ｔ
：
　

Ｖ

ｏ
ｍ

　
Ｂ

ｅ
ｇ

ｒ

ｉ
ｆｆ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

． 　

１
９

１
０

．
　
Ｓ
.
３

１
．

（

９

）

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．
，

　
Ｓ

． ３

１
．

（
1
1
）
　
西
田
幾
多
郎
全
集
、
第
二
巻
、
三
頁
。

（

1
1

）
　

同

書

、

三

三

七

頁

。



（

1
2

）
　

西

田

幾

多

郎

全

集

、

第

四

巻

、

二

〇

八

頁

。

（
1
3

）
　

同

書

、

二

〇

九

頁

。

（

1 4

）
　

Ｅ

．
　
Ｈ

ｕ

ｓ
ｓ
ｅ
ｒ

ｌ
：
　

Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ

　
ｚ
ｕ

　
ｅ

ｉ
ｎ

ｅ
ｒ

　
ｒ

ｅ

ｉｎ

ｅ

ｎ

　
Ｐ

ｈ
ａ

ｎ

ｏ

ｍ

ｅ
ｎ

ｏ

ｌ
ｏ
ｇ

ｉ
ｅ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
ｐ

ｈ
ａ
-

ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
．
　
（
Ｈ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ａ
ｎ
ａ
　
Ｂ
ｄ
．
　
Ⅲ
-
１
）
Ｓ
.
１
０
６
．

（

1 5

）
　

西

田

幾

多

郎

全

集

、

第

四

巻

、

一

ニ

ー

頁

。

（
1
6

）
　

同

書

、

二

三

一

頁

。

（

1
7
）
　

同

書

、

二

三

一

頁

。

（

1 8

）
　

同

書

、

二

三

三

頁

。

（

1 9

）

「

哲

学

研

究

」

（

第

一

二

七

号

）

（
2
0

）
　

同

書

、

三

頁

。

（
2
1

）
　

同

書

、

一

四

頁

。

（
2
2

）
　

西

田

幾

多

郎

全

集

、

第

四

巻

、

二

九

三

頁

。

（
2
3

）
　

同

書

、

二

九

七

頁

。

（
2
4

）
　

同

書

、

三

〇

三

頁

。

（
2
5

）
　

同

書

、

三

〇

五

頁

。

（
2
6
）
　
同
書
、
三
〇
五
頁
。

（
2
7

）
　

同

書

、

三

〇

五

頁

。

（
2
8

）
　

同

書

、

三

二

〇

頁

。

（
2
9

）
　

同

書

、

三

二

〇

頁

。

（

み

つ

い

・

ぜ

ん

じ

、

哲

学

・

教

育

哲

学

、

玉

川

大

学

教

授

）


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9

