
〈

研

究

論
文

３

〉

西
田
幾
多
郎
と
カ
ン
ト

は

じ

め

に

西
田
幾

多
郎

の
哲
学
と
、
彼
が
影
響
を
受
け
た
思
想
と

の
比
較
思
想
的
研

究

は
年

々
着
実

に
深
ま

っ
て

い
る
。
だ
が
、
西
田
と

カ
ン
ト
の
思
想
の
比
較

に
つ
い
て

は
今
日

ま
で

ご
く
少
数
の
例
外
を
除

い
て
試
み
ら
れ
て

は
い
な
い
。

そ

の
理
由

は
、

カ
ン
ト
主
義
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
「
純
粋
経
験
」

「
自
覚
い
「
場
所

」
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
へ
と
自
己
の
思
想
を
深
め

て

い
っ

た
西
田
に
と

っ
て
、
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
カ
ン
ト
が
重
要

な
意
味
を
も
つ
は

ず
が
な
い
、
と

い
う
暗

黙
の
了

解
が
あ
る
か
ら
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
西
田
哲
学
―
―
新
資
料
と
研

究
へ
の
手
引
き
―
―
』
に
よ
れ
ば
、
生
涯
を
通
じ
て
の
西
田
の
カ
ン
ト
ヘ
の

言
及
回
数

は
五

二

一
回
で
、
ず

ぬ
け
た
一
位
で
あ

る
。
少

な
く
と
も
西
田
は

思
索
を
推
し
進

め
る
に
あ
た

っ
て

、
カ
ン
ト
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は

平
　
山
　
　
　

洋

明

ら

か

で

あ

ろ
う

。

さ

ら

に
、

西

田

と

カ

ン

ト

を
と

り

あ
げ

る
理

由

は
そ

れ

ば

か

り

で

は

な

い

。

す

な
わ

ち

西

田

哲

学

の
中

心
概

念

で

あ

る

「
自

覚

」

概

念
が
、
カ
ン
ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
―
―
こ
れ
は
し
ば
し
ば
「
自

己
意
識
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
用
語
で
あ
る
が
―
―
こ
の
語
の
解
釈
と

密

接

に
関

わ

っ
て

い

る
、

と

い

う

従

来

指
摘

さ

れ
て

こ

な

か

っ
た
事

実

が

あ

る

か

ら
で

あ

る

。

西
田

の

カ

ン
ト

理
解

に

つ

い
て

検

討

す

る

こ
と

は
、

西

田

哲

学

の
解

釈

に

お

い
て

も

重
要

な
問

題

で

あ

る
、

と

い

う

こ
と

が
、

こ

の

テ

ー

マ

を
取

り

上

げ

る

よ
り

積

極

的
な

理

由

で

あ

る
。

そ

こ

で

、

本

論

で

は

、

ま

ず
１

と

し

て

新

カ

ン
ト

主

義
西

南

学

派

の
Ｈ

・

リ

ッ

ケ

ル

ト
の

主

張

に

対

す

る
西

田

の

批

判

を

見

、

彼

が
リ

ッ

ケ
ル

ト

の
学

説

の

ど

の

部

分

に

不

満

を
覚

え

た
の

か

、
と

い

う

こ
と

に
つ

い

て

明

ら

か

に

し

た

い

。

そ

し

て

２

で

は
、

西

田

の

カ

ン
ト

哲

学
そ

の
も

の

に

対

す

る
見

解

を

検

討

し

、

さ

ら

に

３

で
は

、

リ

ッ

ケ

ル

ト

の

主
張

を

否

定

し

た

西
田

が

、

卜ンカと郎多幾田西
Ｑ

″

Ｑ
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自

ら

「
カ

ン

ト

に

還
」

る

こ
と

で

、
そ

の

Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂｅ
w
ｕ
ｆｔ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉｎ

概

念

を

解

釈

し

な

お

し

た
事

実

を
示

し

て

、

西

田

哲

学

に

お
け

る

カ

ン

ト

哲

学

の
意

義

に

つ

い

て

考

察

を

お

こ

な

い
た

い

と

思

う

。

１
　

西

田

の

リ

ッ

ケ

ル

ト

批

判

周

知

の

よ

う

に

、

リ

ッ

ケ

ル

ト

は
今

世

紀

初

頭

ま

で

隆

盛

を

極

め
て

い

た

新
カ
ン
ト
主
義
西
南
学
派
の
旗
印
で
あ
る
。
彼
は
、
直
接
的
で
主
観
的
か
つ

内

在

的

な

個

々
人

の

「

心
理

的

実

在

性

」

と

、

超

越

的

で

ま

た

客

観

的

な

「
判
断
の
意
味
」
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
の
主
張
を
お
こ
な

っ
て

い

た

。

た
と

え

ば

２

×

２

＝
４

は

、

こ

の

答

え

を

出

す

意

識

に
内

在

す

る

「
心

理

的

実

在

性

」

と

は
別

に
、

そ

れ

を

保

証

す

る

、

無

時

間

的

に

妥

当

す
る

「
真

の
判
断
内
容
」
、
す
な
わ

ち
超
越
的

「
意
味
」
を
も

っ
て
い

る

と

い
う
の
で

あ
る

。
こ
の

よ
う
に
し
て
リ

ッ
ケ
ル
ト
は
、
「
心
理
的
実

在

性
」

と
し
て

の
「
事
実
」
と

、
超
越

的
客
観
的
な
「
判
断

の
意
味
」
を
分
け
、
厳

密
な
二
元

論
の
立
場
を
と

る
。

こ
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
考

え
方

は
、
心
理

主
義

を
排
し
て

論
理

主
義
を
樹

立

し
た
こ
と
で
、
当
時
の
哲
学
界
で
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
。
後
に
述
べ

る
が
、
高
橋
里
美
・
左
右
田
喜
一
郎
ら
か
ら
加
え

ら
れ
た
西
田
批
判
も
、
リ

ッ

ケ
ル
ト
と
同

様
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
以
下

、
リ
ッ
ケ

ル
ト
の
立
場
へ
の
西
田
の
反
論
を
述
べ
て

み
た
い
。

西
田
の
事
実
上
の
デ

ビ
ュ

ー
作
『
善
の
研

究
』
は
、
「
純
粋
経

験
」
を

唯

一
の
実
在
と
考
え
、
一
切
の
現
象
を
「
純
粋
経
験
」
の
自
発
自
展
の
あ
ら
わ

れ
と
し
て
捉
え
た
著
述
で
あ
る
が
、
超
越
的
な
「
意
味
」
と
認
識
主
観
の
中

に
生
ず
る
「
事
実
」
と
を
統
一
の
「
程
度
の
差
」
と
し
て

本
質

的
に
は
区
別

し
な

い
「
純
粋
経
験
」
説
は
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
影
響
を
受
け
た
高
橋
里
美
か

ら
次
の
よ

う
な
批
判
を
受
け
ず
に
は
お
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
高
橋

は
言

う
。《
純
粋
経

験
の
本

性
は
統
一
で
あ
っ
て

、
其
統
一
は
又

氏
（
西

田
）
の

云

は
れ
る
が
如
く

程
度
上

の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
純
粋
経
験
其
者
も
程
度

上

の
も
の
と

な
り
、

主
客
未
分
だ
と
か
、
知
識
と
対
象
と
の
け

ぢ
め
が
な
い

と

か
、
事
実

其
儘
の
経
験
と

か
い
っ
た
所
で

、
要
す

る
に
さ
う
思
は
れ
、
さ

う
感
ぜ
ら
れ
る
と
云
ふ
の
み
で
、
其
実
、
純
粋
経
験
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
出

来
な
く
な
る
》
。
そ
の
た
め
、
《
凡
て
が
意
味
と

も
云
へ

れ
ば
、
凡
て

が
事
実

と

も
見
え

、
遂
に
統

一
を
以
て
純
粋
経
験
の
目
安
と

さ
れ
た
そ
の
事

か
ら
が

無
意
義
に
帰

し
て

終
ふ
外

は
無
い
》
と
い
う
の
で

あ
る
。
「
意
味
」

と
「
事

実
」

が
程
度
上
の
も
の
で

し
か
な
い
と
こ
ろ
で

は
「
純
粋
経
験
」
の
統
一
と

い

っ
た
と

こ
ろ
で

、
「
意
味
」

と
も
「
事
実
」
と

も
い
え

な
い
無

意

義
な
思

い
こ
み

に
す

ぎ
な
く
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
批
判

に
対
し
、
西
田
は
、
《
余
の
考
で
は
、
直
接
経
験
の
世
界

は

意

味
即
事
実
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
発
自
展
的
要

求
が
所

謂
意
味
と
見
ら

れ
、
そ
の
発
展
完
成

の
状
態
が
事
実
と
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
ふ
、
即
ち

事
実
と
意
味

の
区
別

は
種

々
の
立
場
や
、
発
展
の
程
度
に
由
る
の
で

全
く
相

対
的
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
》
と
答
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
純
粋
経
験
の

世
界
で

は
「
意
味
」
と

「
事
実
」
と
は
程
度

の
差
で
し
か
な
い
の
で

あ
る
か

ら
、

批
判
自

体
が
無
意
味
だ
と

い
う
の
で
あ

る
。
し

か
し
な
が
ら
、
引
用
部



の
《
余
の
考
で

は
～
思
ふ
の
で
あ
る
》
と
い
う
表
現
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る

よ
う
に
、
そ
の
根
拠
は
十
分
で

は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
「
自
覚
」
の
立
場

は
、
「
意
味
」
と

「
事
実
」
は
程
度

の

差

で
し

か
な
い
こ
と
を
積
極
的

に
明
ら

か
に
す

る
た
め
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
と

い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う

。
そ
れ
と

い
う
の
も
『
自

覚
に
お
け

る
直
観
と
反
省
』

の
序
文

に
お
い
て
、
西
田
自

ら
、
《
私
の
思

想
の
傾
向
は
「
善
の

研

究
」
以

来
既

に
定
ま
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
頃
リ
ッ

ケ
ル
ト
な
ど
の
新
カ
ン
ト
学
派

を
研

究
す
る
に
及

ん
で
、
此
派
に
対
し
て
何
処
ま
で
も
自
己
の
立
場
を
維
持
せ
う

と
し
た
。
価
値
と
存
在

、
意
味
と
事
実

の
峻
別

に
対
し
て
、
直
観
と
反

省
と

の
内
的
結
合
た
る
自
覚

の
立
場

か
ら
両
者

の
総

合
統
一
を
企
て
た
》
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

れ
で
は
そ
の
「
自
覚
」

の
立
場

か
ら
西

田
は
ど
の
よ
う
に
リ
ッ

ケ
ル
ト

に
反
論
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
は

「
純
論
理
的
価

値
」
（
「
超
越
的

意
味
」）

と
、
「
意
識
そ
れ
自
身
の
内
面
的
発
展
」
で
あ
る
「
判
断
作
用

」
の

関

係
に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る

。《
所
謂
純
論
理
的
価
値
は
（
リ
ッ

ケ
ル
ト
が
い
う
よ
う
に
）
全

然
判
断
作
用
を

超
越

し
て
居

る
も
の
で
あ
ら
う

か
、
…
…
真
の
判
断

の
意
識
と

は
我

々
が
直
に
内

か
ら
体
験
す
る
意
識
そ
れ

自
身

の
内
面
的
発
展
の
経
験
で
あ
る
。
此
の
如
き
判
断
の
現

象

学

Ｐ
ｈａ
ｎ
ｏ
-

m
ｅ
ｎ
ｏ
ｌｏ
ｇ
ｉｅ

と

も

い

ふ

べ
き

も

の
と

、
意

味

其

者
と

の
間

に

は
不

可

分

離

の

関
係
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
か
ら
う
か
》
。
す
な
わ
ち
、
わ

れ
わ
れ
が
日
常
的

に
お
こ
な

っ
て

い
る
判
断

の
意
識
も
つ
き
つ
め
て

い
け
ば

「
自
身
の
内
面
的
発
展
の
経
験
」
で
あ

っ
て
、
判
断

の
「
事
実
」
は
超

越

的

「
意
味
」
を
含
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て

。
『
自
覚

に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
の
第
四
〇
節

に

い

た
っ
て

、
西

田
は
突
如

、
「
自
覚
的
体
系
」

の
背
後
に
あ
る
「
絶
対
自
由
の
意

志
」
と

い

う
概
念
を
導
入
す
る
。
こ
の
「
絶
対

自
由
の
意
志
」
は
「
自
覚
的
体
系
」
の

背
後
に
あ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
す
な
わ

ち
「
絶
対
自
由
の
意
志
」

は
明
ら

か
に
認
識
批
判

の
哲
学
を
超
え
て

い
る
。

さ
ら
に
こ

の
「
絶
対
自
由
の
意
志
」

は
、
後

に
な
っ
て
「
自
覚
的
体
系
」
が
、

そ
こ
に
お
い
て
あ

る
「
絶
対

無
の
場
所
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
場
所
」
の
立
場
で
あ
る
。

左
右
田
喜
一
郎

は
こ
の
「
場
所

」
の
立
場

を
も

っ
て
「
西
田
哲
学
」
と
命

名
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、
一
方
で
リ
ッ

ケ
ル
ト
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
な
批

判
を
お
こ
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
「
西
田
哲
学
は
理
論
理
性
の
要
求

を
越
え
て

独
断

的
形
而
上
学
を
建
設
し
て

い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
の
で

あ
る
。

そ
の
批
判

に
対
し
て
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。《
リ
ッ

ケ

ル

ト

の
如
く
（
二
元
論
的
に
）
考
へ
る
な
ら
ば
、
構
成
的
主
観
と
し
て
の
意
識
一

般
の
意
義
は
失
は
れ
、
…
…
意
識
一
般
は
単
に
判
断
意
識
と

い
ふ
如
き
も
の

に
狭

め
ら
れ
た
。
如
何
に
し
て
超
越
的
価
値
な
る
も
の
が
我
々
の
思

惟
に
対

し
て
当
為
と
な
る
の
で
あ
る
か
、
対
象
自
体
と
い
ふ
如
き
も
の
が
何
故
に
我

々
に
真
理
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
真
理
な

ど
い
へ
ば
云

ふ
ま
で
も
な
く
、
価
値
と

い
う
も
既

に
主
観
的
意
味
を
有
っ
て

居
る
の
で
は
な
い
か
》
。
「
超
越
的
価
値
」
な
る
も
の
が
「
当
為
」
と
な
る
た

め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
思
惟
」
の
う
ち
に
最

初
か
ら
「
価
値
」
が
含
ま
れ

トンガと郎多幾田西
－４



て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
り
、
も
し
「
構
成
的
主
観
」

が
無
内
容

な
「
判
断
意
識
」
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
「
価

値
」

あ
る
い

は
「
意

味
」
を

受
け
取

る
こ
と
が
で

き
な
く

な
る
、
と

い
う

わ
け
で

あ
る
。
ま
た
、
西
田
は

別

の
と

こ
ろ
で

、
現

実
に
「
知
覚
的
所
与
」
が
あ

る
以
上
、
自
分
の
哲
学
は

独
断

的
形
而

上
学
で

は
な

い
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
西
田
は
カ
ン
ト

そ
の
も

の
へ

の
還
帰
を
明

ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
《

カ
ン
ト
に
還
れ

と

云

は
れ

る
な
ら
、

カ
ン
ト
に
還
つ
て

も
よ
い
が
、
リ
ッ

ケ
ル
ト
の
カ
ン
ト
で

は

な
く
、
カ

ン
ト
の

カ
ン
ト
に
還
つ
て
尚
一
応
考

へ
て

見
た
い
》
と

。

こ
う
し
て
み
る
と
、
今

度
は
カ
ン
ト
そ

の
も

の
に
つ
い
て
西
田
が
ど
の
よ

う

に
考
え
て

い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
で
あ

ろ
う

。
２
で

は
西
田
の

カ
ン
ト

解
釈

に
つ

い
て
考
え

た
い

。

２
　

西

田

の
カ

ン

ト
解

釈

１

で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
純
粋

経
験
」
「
自
覚
」
「
場
所
」

の
各
立
場

に

お

い
て

、
西
田
は
一
貫

し
て

リ
ッ
ヶ
ル
ト
を
批
判
し
て

い
た
。
そ

れ
で

は
リ
ッ

ケ
ル
ト
の
主
張
の
源
流
で
あ

る
カ
ン
ト
の
主
張
自
体

に
対
し
て

、
西
田
は
ど

の
よ
う

な
立
場

を
と

っ
て

い
る
の
で
あ

ろ
う
か

。

約
五
百

か
所

あ
る
カ
ン
ト

ヘ
の
言
及
の
う
ち
で
、
西
田
は
一
度
も
カ
ン
ト

の
考
え

が
間
違

っ
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
は
な
い
。
西
田
は
む
し
ろ
自
分

は

カ
ッ
ト
の
哲
学
を
完
全
に
引

き
継
い
で

い
る
と

さ
え
考

え
て

い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
純
粋
経
験
」
説
の
時
期
に
は
、
《

カ
ン
ト
が
客
観
的
知
識

構
成

の

統

一
作
用
と

し
て
い
っ

た
純
統
覚
と
余
の

い
ふ
所

の
純
粋
経
験

の
統
一
と
は
全

然
別
物
で
は
な
い
。
前
者
は
後
者
の
一
種
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
》
と
述

べ
、

カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚
を
純
粋
経
験
の
一
種
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、

《
純
論
理
的
統
一
は

カ
ン
ト
の
い
ふ
様

に
単

に
主
観
的
の
も
の
と
も
い
へ
る
、

カ
ッ
ト
が
範
疇
の
客
観
性
を
経
験
的
材
料
と
の
合
一
に
求
め
た
の
は
却
つ
て

深
き
意
味
あ
る
こ
と
と
思
ふ
》
と
し
て
、
カ
ン
ト
が
客
観
性
の
根
拠
と
し
て

す
え

た
形

式
と
材
料
の
合
一
を
積
極
的
に
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
、
む
し
ろ

客
観

性
は
形
式
と
材
料

の
未
分
以
前
に
あ
る
、
と

述
べ
て
、
そ
の
不
十
分
さ

を
補

お
う
と
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
カ
ン
ト
を
軸
に
し
て
、

カ
ッ

ト
を
よ
り
深
く
解
釈
す
る
と

い
う
方
向
で
自
己
の
哲
学
を
説
明

す
る
あ

り
か
た
は
、
さ
ら
に
「
自
覚
」

の
立
場

に
移

っ
た
後
も
引
き
継
が
れ
る
。
た

と
え

ば
、
《
カ
ン
ト
の
形
式

主
義

は
単
に
判
断
作
用

の
形
式
を
説
い
た

も

の

で

は
な
い
、
カ
ン
ト
は
所
与
の
原
理
を
説
い
て
居

る
、
而
し
て
両
者

の
統
一

と
し
て
客

観
的
知
識
を
構
成
す
る
も
の
を
、
純
粋
統
覚
た
る
知
的
自
覚
に
求

め
た
。
斯
く
し
て
真
に
如
何
に
し
て
知
識

は
可
能
な
る
や
の
問
題
に
答
へ
得

る
と
思

ふ
》
と
、
リ
ッ

ケ
ル
ト
の
解
釈
と

は
異
な

っ
て
、
西
田

は
カ
ン
ト
が

「
所
与
の
原
理
」
を
説
き
、
「
私

は
考
え

る
」
と
い
う
表
象
で

あ
る
「
純
粋
統

覚
」
は
「
知
的
自
覚
」

だ
と
解

釈
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
西
田
は
、
《
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
は
単
な
る
判
断
主
観
で
は
な
い
、

単
な
る
判
断
主
観
の
立
場
に
於
て
か
か
る
（
形
式
と
内
容
の
）
統
一
を
説
く

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
…
…
カ
ン
ト
は
か
か
る
統
一
を
知
的
自
覚
に
求
め

た
、
カ
ン
ト
哲
学

の
真
髄

は
此
に
あ
る
と
思

ふ
。
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
も
述
べ
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
西
田
は
自
己
の
「
自
覚
」
の
立
場

は
ま
っ
た
く

カ
ン
ト
を
逸
脱

す

る
こ
と
は
な
く
、
か
え

っ
て
カ
ン
ト
の
真
の
解
釈
で

あ
る
と

す
る
の
で

あ

る
。後

に
「
場
所
」
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と
い

っ
た
認
識
批
判
の
哲
学

を

超

え

る
立
場

に
い
た

っ
て
か
ら

も
、

カ
ン
ト

ヘ
の
言
及
は
、
そ
れ
以

前
の
立
場

の
時
と

ほ
ぼ
同
じ
頻

度
で
行

わ
れ
て

い
る

。
た
だ
、「
場
所

」
の
立
場
か
ら
か

ら
は
、
《
カ
ン
ト
の
目

的
の
王

国
は

歴
史

の
底
に
考
へ
ら
れ
る
終
末
論
的
な

「
神
の
国
」
で

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
》

と
い

っ
た
、
「
～
で
な
け

れ

ば

な
ら

な

い

」

と

い

う
文

末

表
現

が

多
用

さ

れ

る

こ
と

に
な

る

。
し

か
し

い

ず
れ

の

場

合

で

も

カ

ン

ト

ヘ
の
否

定

的

言
辞

は
発

見

す

る
こ

と

は

で

き

な

い

。
こ

の

文
末
表
現
の
意
味
を
考
え
る
ま
え
に
、
３
で
は
ま
ず
西
田
に
よ
る
カ
ン
ト
の

Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
の
解
釈
が
、
先
に
述
べ
た
カ
ン
ト
評
価
と
深
く
関

係

し
て

い
る

こ

と

を

示

し

た

い
。

３
　

西

田

の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｆｔ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉｎ

解

釈

西

田

に

よ

る

カ

ン

ト

の

Ｓ
ｅ
ｌｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
Ｂ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉｎ

概

念

の
解

釈

が

極

め

て

特

徴

的

で

あ

る
と

い
う

こ
と

は

す

で

に
門

脇
卓

爾

氏

に

よ

っ
て

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

氏

は

カ

ン

ト

に

お
け

る

Ｓ
ｅ
ｌｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｆｉ
ｔｓ
ｅ
ｉｎ

概

念

の
解

釈

に

つ

い
て

。

《
新
カ
ン
ト
学
派
に
よ
る
い
わ
ば
認
識
批
判
的
な
解
釈
》
と
、
《
ハ
イ
ム
ゼ
ー

ト
の

よ

う

な

い

わ

ば

存

在

論

的
解

釈

》
が

あ

る
、

と

す

る

。

さ
ら

に

《
前

者

は

こ

の

語

を

理

論

理

性

の

同

一

性

に

基

づ

い

て
経

験

に

お

い

て
自

然

科

学

的

認

識

を

確

立

す

る

統

一
と

見

る

解

釈

で

あ

り

、
・
…
…

（
後

者

は
）

こ

の
語

を

根
源
的
自
発
性

の
直
接
的
意
識
と

解
し
、
そ
こ
に
物
自
体
の
存
在

の
前
提
や

人
格
性

の
意
識
が
含

ま
れ
る
こ
と
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
》
と
解

説
し
て
、

西

田

は
、

カ

ン

ト

の

Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｆｔ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉｎ

概

念

を

「
存

在

論

的

」

に
解

釈

し

て

い

る

、
と

指

摘

し

て

い

る

。
そ

の

こ
と

は

２

に
お

い

て
引

用

し

た

カ

ン

ト

に
関

す

る

用

例

を
見

て

も
容

易

に
確

認

す

る
こ

と

が

で

き

る

。

西
田
が
カ
ン
ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
を
存
在
論
的
に
解
釈
し
、

こ

の

語

を

常

に

「
自

覚

」

と

訳

し

て

い
る

、
と

い

う
こ

と

は
、

認

識

批

判

の

た
め
の
「
形
式
」
と
し
て
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
を
解
釈
す
る
リ
ッ
ケ
ル
ト

を

西

田

が

批

判

し

、

か

つ

カ

ン

ト
自

身

の

哲

学

は

不
十

分

な

が

ら

も

正

当

で

あ

る

、

と

評

価

す

る

こ

と

の

根

拠

と
な

っ
て

い

る

。

し

か

し

、

な

お
も

問

題

は
残

る

の
で

あ

る

。
そ

れ
で

は
な

ぜ

西

田

は

カ

ン

ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
を
存
在
論
的
に
解
釈
し
た
の
か
、
と
い

う
問

題

で

あ

る

。
こ

の
存

在

論

的

解
釈

は
西

田

の

「
自

覚
」

概

念
と

大

き

な

関
係

が

あ

る
、

と

筆

者

は
考

え

る

。
西

田

の

「
自

覚

」

概

念

の

ヒ

ン

ト
が

、

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
事
行

」

に
あ

つ

た
と

い

う

こ
と

は

、
《
私

の

取

っ

た

立

場

は

フ

ィ
ヒ

テ

の

事

行

に

近
き

も

の
で

あ

っ

た
》

と

し

て

彼

自

身

も

認

め
て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

い

う

ま

で
も

な
く

フ

ィ
ヒ

テ

は
、
意

識

活

動

の

根

拠

を

、
「
絶

対
自

我

」

の

「
事

行

」
、

す

な
わ

ち
、
《
我

々

の
意

識

の
経

験

的

諸

限
定

の
中

に
は
現

れ

ず

、

ま

た

現

れ
得

ず

し
て

、

寧

ろ

一
切

認
識

の
根

拠

に

存

し
、

こ

れ

あ

る

に
依

っ
て

の

み

意
識

を

可

能

な

ら

し

め

る

よ
う

な

事

行

（
Ｔ
ａ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
-

l
u
n
g
）
》
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
「
絶
対
自
我
」
の
「
事
行
」
を
、
「
個
別
的

自

我

」

は

認

識

す

る

こ

と

は

で
き

な

い

。
こ

れ

に

対

し

て
西

田

は

、
「
自

覚
」

卜心と″四西4
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に
つ
い
て
、
《
自
覚
に
於
て
は
、
自
己
が
自
己
の
対
象
と
し
て
、
之
を
反
省

す
る
と
共

に
、
か
く
反
省
す
る
と

い
ふ
こ
と
が
直
に
自
己
発
展

の
作
用
で
あ

る
、
か
く
し
て
無
限
に
進
む
の
で

あ
る
》
と

説
明

し
て

い
る
。
こ
の
西
田

の

「
自
覚
」
も
ま
た
、
一
切

の
精

神
活
動

を
「
事
行
」
と
同
様
に
「
す
べ

て

の

意
識
統
一
の
根
柢
と

な
る
統

一
作
用
」

に
収

斂
さ
せ
て
い
る

。「
絶
対
自
我
」

の
「
事
行
」
も
西

田
の
「
自
覚
」

も
と

も
に
個
人
を
超
越
し
た
、
普
遍
的
な

精

神
の
活
動

を
根

柢
に
置
く
点

に
お
い
て
似

た
性
格
を
も

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
西
田

の
「
自
覚
」
概
念

は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事
行
」
概
念
と
全

く
同

じ
で

あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
西
田
は

フ
ィ
ヒ
テ
に
は
じ
ま
る
ド
イ
ツ
唯

心
論

的
傾

向
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
《
私
に

は
、
そ

の
（
フ
ィ
ヒ

テ
ら

の
）
客
観
的
思
惟
の
方
面
を
基
と
し
て
、
主
観
的
思
惟
を
そ

の
一
面
と

の
み
考
へ
た
所
に
、
形

而
上

学
的
傾
向
が
あ
る
と
考

へ
ら
れ
、
私
は
何
処
ま

で
も
判
断
意
識
の
立
場
を
離

れ
な
い
で

、
具
体
的
一
般

の
背
後

に
も
場
所
と

し
て
抽
象
的
一
般
を
考

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
認
識
論
的
立
場
を
維
持
し
た

い
と
思
ふ
》
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
客
観
的
思
惟
の
方
面
で
あ
る
「
絶
対
自
我
」
を

基
と
し
て
、
主
観
的
思

惟
の
方
面
と

し
て
の
「
個
別
的
自
我
」
を
そ
の
一
面

と
捉
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て

は
「
個
別
的
自
我
」
は
「
絶
対
自
我
」
に

至
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ

に
形
而

上
学
的
傾
向
が
あ
る
、
と
西
田
は
主

張
す
る
の
で

あ
る
。
実

際
、
『
西
田

全
集
』
第
一
二
巻
ま
で
に
フ
ィ
ヒ

テ

の

言
及

は
九
九
か
所
あ

ゐ
が
、
西
田
は

フ
ィ
ヒ
テ
が
「
事
行
」

を
見

い
だ
し
た

こ
と

を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
そ

の
哲
学
体
系
に
は
ほ
と

ん
ど
触

れ
て

い

な
い
。

「
自
覚
」
も
「
事
行
」
も
、
「
個
別
的
自
我
」
の
根
柢
に
何
ら
か
の
普
遍

的

な

精

神

活

動

を

想

定

し

て

い
る

の

で

あ

る
が

、
「
事
行

」

で

主
体

と

な

る

の
は

「
絶

対

自

我

」

と

い

う

形

而

上
的

自

己

で

あ

る

の

に
対

し

て

、

西

田

の

「
自

覚

」

に

は

、
「
超

個

人

的

自

覚
」

の
側

面

ば

か

り
で

は

な

く

「
個

別
的

自

我

」
の
「
自

覚

」

の

側

面

も

含

ま

れ
て

い
る

。

西

田

は
明

確

に

、
《
（
自

覚

が
）

宇

宙

の

自

覚

的
精

神

と

い

ふ
如

き

形

而

上

学

的
実

在

で

あ

る

か

の

様

に
考

へ

ら

れ

る

か

も
知

ら

ぬ
が

、

自

覚

は
超

越

的

に
存

在

す

る

も

の

で

は

な

い
、

超

越

的

に
存

在

す

る
も

の
な

ら
、

そ

れ

は

自

己
意

識

と

い

う

も

の

で

は

な

い
》

と

述

べ
て

い

る

。
こ

の

よ
う

に

「
自

覚
」

は
、
「
個

別

的
自

我

」

の

「
自

己

意

識

」

と

し

て

も

捉

え

ら

れ

て

い

る

の

で
あ

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
事

行

」

に

お
け

る

「
絶

対

自

我

」

は

形

而

上

的
性

質

を

も

ち

な

が
ら

、
西

田

の
「
自

覚
」

に
は

「
個

別

的
自

我
」

の

「
自

覚
」
（
自

己

意

識
）

も

含

ま

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

西

田

の

「
自

覚
」

と

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
事

行
」

の
決

定

的

な

相

違

点

な

の

で

あ

る

。

筆
者
は
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
が
、
西
田
に
と

っ
て

「
自

覚
」

と

「
絶
対

自

我

」

を

つ

な

ぐ

媒
介

の
役

割

を

果

た

し

て

い

る

と

考

え

る

。

カ

ン

ト

の
こ

の
概

念

は

、

も

と

よ
り

「
個
別

的

自

我
」

の

「
自

己

意

識

」

を

意
味

し

て

い

る

。
《
『
直

観

に

お
い

て

与

え

ら
れ

た

こ

れ

ら

の
表

象

は

挙

げ

て

私

に
属

す

る

』

と

考

え

る
こ

と

は

、
『
私
は

こ

れ

ら

の
表

象

を

一
個

の

自

己
意
識
（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
）
に
よ
っ
て
統
一
す
る
、
も
し
く
は
少
く
と

も

統

一
し

得

る

』

と

い

う

こ

と

と
同

じ
意

味

で

あ

る
》
。

カ

ン

ト

に

と

っ
て



根
本

的

な

の

は

Ｉｃ
ｈ
　ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
「
私

は

考

え

る

」

な

の

で

あ

っ
て

、

フ

ィ
ヒ

テ

の

「
事
行

」

の

よ

う

な
形

而

上

化

は

あ

ら

か
じ

め
排

除

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で
カ
ン
ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
に
存
在
論
的
解
釈
を
お
こ
な
え
ば
。

「
絶
対

自

我

」

の

個
別

的

内
面

化

が
も

た

ら
さ

れ

る
こ

と

に
な

る

。
な

ぜ

な

ら
、
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
の
存
在
論
的
解
釈
は
、
こ
の
語
を
「
根
源
的
自
発

性

の

直

接

的

意

識

」

と

理

解

す

る

の

で
あ

り

、

こ

れ

は

「
絶

対

自

我

」

の

「
事

行

」

の

定

義

と

同

一

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

れ
と

同

時

に
、

こ

の

概

念

を

「
自

覚

」

と

し

て

存
在

論
的

に
解

釈

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

西

田

の

「
自

覚

」

は

フ

ィ

ヒ
テ

の

「
絶
対

自

我

」

に

お
け

る

よ

う
な

形

而

上

化

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
内
面
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

と

し

て

の

「
自

覚

」

は

、

実

は

一

切

の
精

神

の

根
柢

に

あ

る

「
絶

対

自

我

」

の

「
事

行

」
と

し
て

の
「
自

覚

」
と

同

一

の

も

の

で

あ

る

。

と

い
う

こ

と

に
な

る

か

ら
で

あ

る

。
単

純

化

し

て

述

べ

る

な

ら

ば

、

西

田

の

「
自

覚

」

概

念

は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
「
絶
対
自
我
」
概
念
に
加
え
て
、
カ
ン
ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｔ
-

虱

ｎ

概

念

の
存

在

論
的

解

釈

（
す

な

わ

ち
個

人

の

「
自

覚

」
）

を

合

わ

せ

た

も

の

な

の

で

あ

る

。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
概
念
の
解
釈
を
通
し
て
西

田

の

「
自

覚

」

は

出

発

し

て

い

る

の
で

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

西

田

は

、

自

ら

の

「
自

覚

」

は

「
認

識

的

立

場

」

を
離

れ

る
こ

と

は
な

く

、

カ

ン

ト

の
主

張

に

も

則

っ
て

い

る

と

考

え

た

の

で

あ

る

。

お

わ

り

に

西
田

は
、
「
場
所
」
論
文
以
後
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
き

主
意
主
義
か
ら

一

種

の
直
観
主
義
」
に
転
じ
、
も
は
や
フ
ィ
ヒ
テ
に
言
及
す
る
こ
と

も
な
く
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
カ
ン
ト
に
つ
い
て

は
、
そ

れ
以
前
の
時
期
と
同
様
の
頻

度
で
言
及
を
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
以
下

の
よ
う
な
具
合
に
で
あ
る
。

《
対
立
的
無
の
場
所

に
於
て

は
尚
作
用
を
見
る
が
、
真

の
場
所
に
於
て

は

単

に
妥
当
的
な

る
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
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
》
。

《
我

々
の
内
的
自
己
が

自
己
自
身
を
超
越
す
る
と

い
ふ
こ
と
は
、

永
遠
の
今

が
一
つ

の
今
と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と

い
ふ
こ
と

に
外
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
が
私
の
表
象
に
伴
ふ
「
私
が
考
へ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
か
る
自

覚

の
事
実
を
意
味
す

る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
。
「
場
所
」
の
立
場
以

後

、
こ
の
よ
う
な
「
～
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
が
多
用

さ
れ

る
こ

と
に
な
る
。

も
と

よ
り
西

田
自
身

の
哲
学
が
認
識
批
判

の
限
界
を
超
え
た
の
で
あ
る
か

ら
、
「
～
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
西
田

が
確
信
し
て
い
た
と
し

て

も
、

そ
の
根
拠
を
認
識
批
判
の
立
場
か
ら
説
明
で
き

な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で

筆
者
が
問
題
と

し
た
い
の
は
、
カ
ン
ト
の
立
場
を
超
え
て
し
ま
っ
た

後
ま
で

も
、
一

生
を
通
じ
て
カ
ン
ト
と

無
縁

に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
ば
か
り

で

な
く
、
ど
こ
ま
で

も
カ
ン
ト
の
延
長

上
に
自
己

の
立
場
を
位
置

づ
け
よ
う

と
し
た
西
田
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
《
カ
ン
ト
の
カ
ン
ト

トンガと郎多幾田西4
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に
還
つ
て
尚
一
応
考
へ
て
見
た
い
》
と
述
べ
て
い
た
が
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
ｓ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

の
解

釈

な

ど

に

も
見

ら

れ

る

よ

う

に
、

常

に

カ

ン

ト

に
還

っ
て

終

生

自

己

の

哲

学
を

確

認

し

続
け

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

し

て
み

る

と
、

西

田

に
と

っ
て

カ

ン
ト

哲

学

は

、

単

に

「
出

発

点

」

と

い
う

ば

か
り

で

は

な
く

、
常

に
自

己

の

位

置

を

確

認

す

る
た

め
の

「
基

準

点

」

で
も

あ

り

続
け

た

と

い
う

こ
と

と

な

ろ

う

。

（
１

）
　

茅

野

良

男

・

大

橋

良

介

緇

、

ミ

ネ

ル

ヴ

ア
書
房

刊

（
一

九

八

七
年

一

一

月

）
。

以

下

特

に

断

ら

な

い

限

り

暦

数

の

上

二

桁

は

略

す

。

（
２
）
『
西
田
哲
学
―
―
新
資
料
と
研
究
へ
の
手
引
き
―
―
』
Ⅲ
「
目
録
編
」
二
「
西

田
哲
学
に
映
る
証
思
想
家
の
像
―
―
索
引
と
ア
ン
ソ
ロ
Ｑ
ジ
ー
―
―
」
（
山
根
理

寛

）

に
基

づ

く

。

た

だ

し

『
西
田

幾
多

郎

全
集

』

第

三

版

（
以

下

『

全
集

』

と

略

す

）

の
第

一
巻

か

ら
第

二

一
巻

ま
で

の
出

現

回

数

で

あ

る

。

（
３
）
「
判
断
と
判
断
作
用
」
"
Ｕ
ｒ
ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｕ
ｒ
ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｎ
”
（
二
一
年
）
の
要
約
。

（
４
）
「
意
識
現
象
の
事
実
と
其
意
味
―
―
西
田
氏
著
『
善
の
研
究
』
を
読
む
―
―
」

（
一

二

年

三

・

四

月

）
。
『
全

体

の

立

場

』
（
三

二

年

七

月

）

四

〇

二

頁

。

（
５

）

「
高

橋

（
里

美

）

文

学

士

の

拙

著

『
善

の
研

究

』

に
対

す

る

批

評

に

答

ふ

」

（

二

一
年

八

月

）
。
『
全

集

』

第

一

巻

三

一

五
頁

。

〈
６

）

『
自

覚

に

お

け

る

直

観

と

反

省

』
「
改

版

の
序

」
（
四

一
年

二

月

）
。
『
全

集

』

第

二

巻

二

一
頁

。

（
７

）

『
自

覚

に

お

け

る

直

観

と

反

省

』

七

「
純

粋

思

惟

の
体

系

」
（

一
四

年

三

月

）
。

『
全

集

』
第

二

巻

四

九

頁

。

（
８

）

「
左

石
田

博

士

に

答

ふ

」
（
二

七

年

四

月

）
。
『
全

集

』

第

四

巻

三

〇

一
頁

。

（
９
）
「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」
。
『
全
集
』
第
四
巻
三
一
二
頁
。

（
1
0
）

「
認

識

論

に

於

け

る

純

論

理

派

の

主

張

に
就

い

て
」
（

一

一
年

八

・

九

月

）
。

『
全

集

』
第

一

巻

二

二

八

頁

。

（
1
1）

「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派

の
主
張
に
就
い
て
」
。
『
全
集
』
第
一
巻

二

三

二
頁
。

（
1
2）

「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」
。
『
全
集
』
第
四
巻
三
〇

三
頁

。

（
1
3）

「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」
。
『
全
集
』
第
四
巻
三
〇

五
頁

。

（
1
4
）
「
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
」
（
三
四
年
一
―
三
月
）
。
『
全
集
』
第
七
巻
二

二
九
頁
。

（
1
5）

「
西
田
哲
学
と

カ
ン
ト
」
。
『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』
岩
波
書
店
刊
（
九

〇

年

六
月
）
七

六
頁
。

（
1
6
）
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
「
改
版
の
序
」
。
『
全
集
』
第
二
巻
一
二
頁
。

（
1
7）

『
全
知
識
学
の
基
礎
』
（
一
七
九
四
年
）
。

（
1
8）

『
自
覚
に

お
け

る
直
観
と
反
省
』
一
「
自
覚
の
意
義
」
（
一
三
年
九
月
）
。
『
全

集
』
第
二
巻
一
五
頁
。

（
1
9
）
「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」
。
『
全
集
』
第
四
巻
三
ニ
一
頁
。

（
2
0）

「
左
右
田
博
士
に
答

ふ
」
。
『
全
集
』
第
四
巻

二
九
九
頁
。

（
2
1）

『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
（
一
七

八
七
年
）

カ
ッ
シ
ラ

ー
版
一
三

四

頁
。

引

用
に
は
篠

田
英
雄
訳
を
使
用
し

た
。

（
2
2
）
「
場
所
」
（
二
六
年
六
月
）
。
『
全
集
』
第
四
巻
二
三
一
―
三
二
頁
。

（
2
3）
「
私

の
絶
対
無

の
自
覚
的
限
定
と

い
ふ
も

の
」（
三
一
年
二
・
三
月
）
。
『
全
集
』

第

六
巻
一
六
二
頁

。

＊
引
用
文
中
の
（
　
）
内
は
筆
者
の
挿
入
、
…
…
は
中
略
を
示
す
。

（
ひ

ら

や

ま

・
よ

う

、

倫

理

学

・
日

本

思

想

史

、
東

北

大
学

大

学

院
）

4
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