
〈
研

究

論

文

６

〉

西
田
哲
学
と
芸
術

―
―
「
自
覚
」
の
立
場
に
お
け
る
Ｋ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
持
つ
意
味
―
―浅

　
倉
　
祐
一
朗

は
じ

め
に

哲
学
者
西

田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
は
、
最

初
期
か
ら
晩
年

に

至

る
ま
で
著
作
中
芸
術
に
言
及

す
る
事
が
多
く
、
そ
の
思
想
形
成
に
芸
術
が

あ
る
一
定
の
役
割
を
担

っ
た
事
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。
処
女
刊
行
の

『
善

の
研
究
』
（
一
九
一

こ

に
至

る
過
程
で

は
、
「
芸

術
」
「
音
楽
」
「
美

術
」

等

に
加
え

て
具
体

的
な
芸
術
家

の
名
前
が

頻
出
し
、

最
終

的

に
は
「
純
粋

経

験
」
、
と
く

に
「
知
的
直
観
」
と
呼

ば
れ
る
事

態
が
芸

術
作
品
を
制

作

（
鑑

賞
）

す
る
際
の
本
質
的
な
あ
り
よ
う
に
重
ね
ら
れ
た
。
多
岐

に
わ
た
る
芸
術

へ
の
言
及
は
西
田
が
実
際
に
芸
術
に
親
し
ん
で

い
た
事
を
示
し
、
そ
の
関
わ

り
方
は
通
り
一
遍
の
も
の
で
は
な
い
。
西
田
自
身
の
生
（
l
i
f
e
）
に
お
け
る

必
然

が
、
一
大
事
で

あ
る
「
純
粋
経
験
」
を
語
る
場

に
お
い
て
ご
く
自
然
に

表
出

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
純
粋
経
験
」
と
芸
術
の
関
係
は
一
方
が
他

方

を
説

明

し
得

る

よ

う
な

関

係

に

は
な

い
。

そ

れ

は

「
純

粋
経

験

」

を

「
純

粋

経

験

」

で

語

る
事

に
等

し

く

、

未

だ

論

理

の

俎

上

に
載

っ
た
と

は

言

い

難

い
。

こ

の

よ
う

な

事

態

に

変

化

を

も

た

ら

し

た

も

の
が

、
『
善

の
研

究
』

刊

行

後

し

ば

ら

く

し

て

出

会

っ

た

コ

ン

ラ

ー

ト

・

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

（
Ｋ
ｏ
ｎ
ｒ
ａ
ｄ

Ｆ
ｉ
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
ｒ
，
　
１
８
４
１
-
９
５
)
の
芸
術
理
論
で
あ
る
。
西
田
は
『
自
覚
に
於
け
る
直

観

と

反

省

』
〈
以

下

『
自

覚

』

と

略

す

）

の

「

一
九
」
（
一
九
一
五

年
六

月
）
に

お

い

て

初

め

て

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

に

言

及

す

る
。

こ

の
著

作

は

西

田

が

所

謂

「
自

覚

」

の

立

場

に

入

っ

た
事

を

示

す

も

の

で

あ

り

、

そ

の
後

、
『
意

識

の

問

題

』
『
芸
術

と

道
徳

』

を

経

て

、
『
働

く

も

の
か

ら

見

る
も

の

へ
』

の
後

編

に

お

い
て

「
場
所

」

の
立

場

に
展

開

・
深

化

す

る

事

に

な

る
。

本

稿

は

、

こ

の

「
自

覚

」

の

立
場

に

お

い
て

、

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

の

芸

術

理

論

が

ど

の

よ

う

な

意

味

を

持

つ
も

の
で

あ

っ

た
か

を

考

察

す

る
も

の

で

あ

る
。
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一
　

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

に
と

っ
て

の

芸

術

フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
は
従
来

の
美
学

に
対
し
、
美
的
対
象
と
芸
術
的
対
象
、
美

学
上
の
問

題
と
芸

術
上
の
問
題

が
異
な

る
事
を
主
張

し
、
芸

術
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
の

た
め
の
新

た
な
学

的
自
律
を
目

指
し
た
。
こ
こ
で

彼

の
言
う

Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
と
は

美
術
・
音
楽
・
文

学
等
を
含
む
芸
術
一
般
で

あ
る
が
、
彼
が
実
際

に
論
じ
た

K
U
n
s
t
と
は
造
形
芸
術
に
限
ら
れ
て
い
る
。
他
分
野
の
個
別
芸
術
に
関
し

て

は
、
論
じ

な
か
っ
た
と

い
う

事
で
あ
り
、
「
芸
術

と
は
何

か
」

と

い
う
根

本
的

な
問

い
か
け

は
常

に
そ
の
背
景

に
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

た
と
え

ば

彼

は
遺
稿
の
断
片
で
次
の
よ

う
に
言

う
。

人
間
の
精
神
的
本
性
の
性
質

か
ら
の
芸
術
の
起
源
へ
の
問

い
が
、
芸
術

に
つ
い
て
の
専
門
的
哲
学
的
考
察
に
お
い
て

設
定
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
、

最
初
で

最
重
要

な
も
の
で
あ
る
。

…
以
下

の
点
を
示

す
事
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生

に
対
す
る

快
い
オ

マ
ケ
（
付
随
物
）
と
し
て
で

は
な
く
、
不
可

欠
な
生
の
表
明
と

し
て
芸

術
の
価
値
を
決
定
づ
け
る
も
の
が
、
今

ま
で

芸
術
活
動

に
お
い

て
見
過

ご
さ
れ
て
き

た
と
い
う
事
で

あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
こ
こ
で
人
間
の
生
（
L
e
b
e
n
）
に
お
い
て
芸
術
が
い
か

に
必
然
的
か
つ
根
源
的
な
も

の
で
あ

る
か
を
述
べ
て

い
る
。

一
般
に
そ
の
理

論
は
、
彼
自
身
繰
り
返
し
て
強
調
す

る
よ
う

に
あ
く
ま
で
造
形
芸

術
に
限
定

さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
確
固
と
し

た
世
界
観
が

あ
っ
た
事
を
忘

れ
て

は
な
る
ま
い
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
と

っ
て
芸
術
活
動
と

は

、

人

間

の

発

展

・

進

歩

と

い

っ

た

共

通

目

標

の

ご

と

き

低

次

元

（
Ｎ
ｉｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
）

の
相

対

的

価

値

で

は

な
く

、
「
人

間

の
意

識

の

発

展

能

力

が

、

そ

の

産

物

に

お

い
て

最

高

の

段

階

に
達

」

す

る
と

こ

ろ

の

、
「

無

条
件

的
な
価
値
a
b
s
o
l
u
t
e
r
　
ｗ
ｅ
ｒ
ｔ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
お
そ
ら
く

も

っ
と

も

重

要

な

事

は
、

そ

れ

が

人

間

精

神

を

解

放

し

、
「
つ

ね

に

変

わ
ら

ぬ

純

粋

な

精

神

の

課

題

を

わ

れ

わ

れ

に

自

覚

さ

せ

る

活

動

の

ひ

と

つ

で

あ

る

」

と

い

う

点

に
あ

る

。

つ

ま
り

フ

ィ

ー
ド

ラ

ー

は

、

芸

術

と

は
順

次

段
階

を
経
て

時
間
的
・
歴
史
的
に
発
展
す
る
も
の
で

は
な
く
、
個
人

の
精
神

に
お
い
て
そ
の
瞬
間
瞬
間
に
常
に
一
か
ら
新
し
く
始
ま
る
と
こ
ろ
の
、
私
た

ち

に
突
き
つ
け

ら
れ
る
不
変

か
つ
無
条
件
的
な
課
題

と
考
え

た
。
こ
こ
で
見

逃
し
て

は
な
ら

な
い
事
は
、
可
視
的
現
実
が
、
否
現
実
と

い
う
も
の
自
体
が
、

絶
え
ざ

る
変
化

を
も

っ
た
混
沌
と
し
て
私
た

ち
に
示

さ
れ
る
事
態
に
対
応
し

て
、
私

た
ち

の
芸
術
活
動
そ
の
も
の
も
不
断

に
繰
り
返
さ
れ
る
行
為
と
し
て

見
ら
れ
て

い
る
点
で

あ
る
。
あ
る
作
品

に
お

い
て
現
実
の
暗
闇

か
ら
超
出

し

て
終
え
ら
れ

た
事
態

は
、
ま
さ
し
く
そ
の
瞬
間

に
終
わ

っ
て
お
り
、
芸
術
家

は
再

び
眼
前
の
現
実

に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
無
限
に
続
く
行
為
が

フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
に
と

っ
て
芸
術
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

「
受

働

」

か
ら

「
能
働

」

へ

西
田

は
、
『
自
覚
』
以

降

『
芸

術
と
道
徳
』
ま
で

幾
度
も

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

に
言
及
し
て

い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
、
「
視

覚
に
純
一
な

る
時
、
忽
ち

視
覚
表
象
の
発
展

的
可

能
性
を
感
じ
、
自
ら
表
現
作
用

に
移
り
行
く
」

と
こ
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ろ
の
、
「
純
粋
視
覚
」
と
表
現

さ
れ

る
点

に
つ

い
て
で

あ

る
。

見
る

と
い
う

受
動
性

が
表
現

と
い
う
能
動
性

に
即
時
的

に
展
開
す

る
事
態
を
、
「
す
べ
て

の
経

験
の
真
相
」

と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
し

か
し

『
自
覚
』

の
時
期

に
お
け

る
力

点
は
未
だ
受
動

性
と
し
て
の
直
観
的
側
面
に
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ

い
。

正

確
に
言
え
ば
、
能
動
的
・
行
為
的
側
面

に
積
極
的

に
論
を
展
開
し
て

は
い

な
か

っ
た
。

フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
と
西
田

の
直
観

的
側
面

の
類
似

は
次

の
よ
う
な

対
照

に
見
ら
れ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も

は
世
界

の
何
た
る

か
を
一
切
知
ら
ぬ
ま
ま

に
一
個

の
世
界
認
識

を
直
観
す

る
。
し

か
し
概
念
に

よ
る
世
界
認
識
を
豊
富

に
す

る
に
従
っ
て

、
つ
ま
り

そ
の
成
長
と

共
に
直
観

的

に
把
捉
し

た
世
界
認
識

は
失

わ
れ
て
ゆ

く
。
「
彼

は
世
界
を

獲
得
す

る
中

で
世
界
を
失

う
」

の
で
あ

る
。
し

か
し
芸
術
家
に
お
い
て

は
こ
う
し
た
子

ど

も
時
代

の
世
界
意
識

を
消
失

さ
せ

る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ

拡
張

・
展
開
し

よ

う
と
す

る
力
強

い
衝
動

が
存
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
子

ど
も
の
世
界
意

識
と
さ
れ
る
も
の
は
、
西

田
の
言

う
「
初
生
児
の
意
識
」
で

あ
り
、
そ
れ
を

展
開
・
深
化
さ
せ
た
も
の
が
「
芸
術

の
神
来
」
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ

う
。
ま

た
こ

の
直
後

に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

は
次
の
よ

う
に
も
言

っ
て

い
る
。
「
芸
術

家

が
自

然
を
必
要
と
す

る
の
で

は
な
く
、
む

し
ろ
自
然

が
芸
術

家
を
必
要

と
し

て

い
る
」
。
こ
れ
は
以
下

の
西

田
の
言
葉
を
思

い
起
こ

さ
せ

る
。
「
雪

舟
が
自

然
を
描
い
た
も
の
で

も
よ
し
、
自
然
が
雪

舟
を
通
し
て
自
己

を
描
い
た
も
の

で

も
よ
い
」
。
前
者
は
自
然
が
芸
術
家
を
必
要

と
す
る
点
を
言
う
に
対
し
て
、

後
者
は
自
然
と
芸
術
家
（
雪
舟
）
の
相
即
性
を
言
わ
ん
と
す
る
点
に
お

い
て

異
な
る
が
、
後
半
部
に
お

い
て
両
者
の
含
蓄
す
る
も
の
は
同
一
線
上
に
あ

る
。

そ

れ

は

、

客

観

的

に
す

で

に

そ

こ

に
あ

る
自

然

を
別

の

形

に
表

現

す

る
の

で

は
な

く

、

自

然

は
芸

術

家

の
活

動

に
よ

っ
て

生

み

出

さ
れ

る
と

い

う
意

味

で

の
、

そ

れ

は

完

全

な

産

出

活

動

（
Ｔ
ａ
ｔ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
　
ｅ
ｉｎ
ｅ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｓ

ｈ
ｅ
ｒ
ｖ
ｏ
ｒ
ｂ
ｒ
ｉｎ
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
）

な

の
で

あ

る
。

両

者

は

こ

う

し

た

記

述

を

そ

れ

ぞ

れ

の
最

初

の
著

作

（
論

文

）

に

お

い
て

お

こ
な

っ
て

い

る

が

、

い

わ

ば

そ

れ

は

行

為

を

も
包

摂

し

た

出

発

点

と

し

て

の

直
観

に

ほ
か

な

ら

な

い

。

西

田

が

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

の

行

為

的

側

面

へ
と

明

確

に

視

点

を

移

し

た

事

が

伺

え

る

の

は

『
意

識

の

問

題

』

中

の

「
経

験
内

容

の

種

々
な

る

連

続

」

で

あ

る

。

そ

こ

で

西

田

は

、

感

覚

的

意

識

が

無

限

の
連

続

で

あ

る

と

い
う

持

論

を

、

フ

ィ
ー

ド

ラ

ー

の

『
根

源

』

か
ら

原

文

で

長
文

の
引

用

を

お

こ

な

い

補

強

し

て

い

る

。

こ

の

〈
可

視

的

世

界

の

無

限

と

し

て
現

れ

る

一
種

の

）

無

限

に

立

ち

会

え

る
の

は

、

ひ

と

り

芸

術
家

と

、

芸

術

家

の
あ

と

か
ら

つ

い
て

ゆ

く

こ

と

の

で

き

る
人

に

か
ぎ

ら

れ
て

い

る
。

こ

の

無
限

が

開
示

さ
れ

る

の
は

、

人

間

の

眼

の

知

覚

の

な

か

で
、

受

容

し

た
表

象

を

か

た

ち

に
変

え

、
そ

れ

を

ま
す

ま
す

高

い

明

瞭

性

と

明

確
性

へ
と

高

め

よ

う

と

す

る

努

力
が

始

ま

る

場

合

に

限

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は
引

用

の

後

半

部

分

に
あ

た

る

が

、
可

視

的

世

界

の

無

限

に

出

会

う

条

件

と

し

て

芸

術

的

行

為

が

前

提

さ

れ

て

い

る
。

西

田

は
無

限

を

語

る
上

で

行

為

的

側

面

の

重

要

性

を

明

確

に

認

識

し

、

な

お

か

つ
そ

れ

を

こ
こ

で

具

体

的

に

提

示

し

た
と

言

っ
て

よ

い
だ

ろ

う

。

こ

の

事

は

さ
ら

に
当

時

の

「
新

芸

術

」

で

あ

っ

た
印

象

派

の

作

品

に

言
及

す

る

事

で
強

調

さ
れ

て

い

る
。

従

来



の

絵

画

が

、

現

在

の

知

覚

と

過

去

の

記

憶

を

結

合

す

る

事

で

主

観

的

に

作

品

を

仕

上

げ

た

に

比

し

て

、

瞬

間

の

印

象

を

光

を

用

い

て

客

観

的

に

捉

え

た

の

が

印

象

派

で

あ

り

、

そ

こ

に

は

無

限

の

世

界

の

展

望

が

開

か

れ

て

い

る

。

そ

し

て

す

な

わ

ち

そ

れ

は

、

「

フ

ィ

ー

ド

レ

ル

の

所

謂

ｖ

ｏ

ｒ
ｓ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌ
ｅ

ｎ

ｄ

ｅ

ｓ

Ｂ

ｅ
w

ｕ

ｓ

ｓ

ｔ
ｓ

ｅ

ｉｎ

の

連

続

た

る

芸

術

家

の

造

形

作

用

Ｇ

ｅ

ｓ

ｔ
ａ

ｌ
ｔ

ｕ

ｎ

ｇ

ｓ

ｔ
ａ

ｔ

ｉｇ

ｋ

ｅ

ｉ
ｔ

に

純

一

な

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

芸

術

的

無

限

の

世

界

が

開

か

れ

る

」

と

い

う

事

態

に

ほ

か

な

ら

ぬ

と

さ

れ

る

。

西

田

は

、

た

と

え

ば

『

自

覚

』

に

お

い

て

「

視

覚

に

純

一

な

る

」

と

い

う

表

現

は

使

っ

て

き

た

が

。

「

造

形

作

用

に

純

一

な

る

」

と

い

う

言

い

方

は

し

て

い

な

い

。

こ

の

あ

た

り

か

ら

も

西

田

の

視

点

が

具

体

的

な

形

で

行

為

的

側

面

に

移

り

つ

つ

あ

っ

た

と

見

る

事

が

で

き

よ

う

。

三

「

行

為

的

主

観

」

西
田
は
『
意
識
の
問
題
』
中
で
も
Ｔ
・
リ
ッ
プ
ス
（
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｏ
ｒ
　
L
ｉ
ｐ
ｐ
ｓ

，

１
８
５
１
-
１
９
１
４
」
の
「
感
情
移
入
E
i
n
f
u
h
l
u
n
g
」
に
言
及
し
た
が
、
『
芸
術
と
道

徳

』

中

の

「

美

の

本

質

」

に

お

い

て

も

同

様

に

言

及

し

な

が

ら

、

よ

り

明

解

に

、

そ

れ

が

感

情

を

物

に

移

人

す

る

事

態

で

は

な

く

一

つ

の

構

成

作

用

で

あ

る

事

を

述

べ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

能

動

的

な

感

情

移

入

は

止

む

事

な

く

表

現

、

す

な

わ

ち

身

体

を

用

い

た

行

為

を

求

め

る

が

、

西

田

は

「

此

の

如

き

考

の

尚

一

層

明

晰

に

言

ひ

表

さ

れ

た

も

の

と

し

て

、

フ

ィ

ー

ド

レ

ル

の

。

Ｕ

ｂ

ｅ
ｒ

　

ｄ

ｅ
ｎ

　

Ｕ

ｒ
ｓ

ｐ

ｒ
ｕ

ｎ

ｇ

　

ｄ

ｅ

ｒ

　
ｋ

ｕ

ｎ

ｓ

ｔ
ｌ
ｅ

ｒ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ

ｅ

ｎ

　

Ｔ

ａ

ｔ
ｉ
ｇ

ｋ

ｅ

ｉ
ｔ

”

を

取

り

た

い

」

と

し

て

、

「

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

ふ

の

外

は

な

い

」

と

述

べ

る

の

で

あ

る

。

あ

ら

ゆ

る

精

神

作

用

は

活

動

で

あ

っ

て

、

そ

れ

が

発

展

完

成

に

向

か

う

必

然

と

し

て

表

現

行

為

を

伴

う

。

よ

り

正

確

に

言

え

ば

、

表

現

行

為

は

精

神

作

用

の

発

展

し

た

も

の

で

あ

り

、

両

者

は

「
内

面

的

に

一

つ

の

作

用

」

な

の

で

あ

る

。

そ

し

て

実

在

は

そ

こ

に

顕

現

す

る

。

西

田

は

芸

術

に

お

け

る

感

情

移

入

か

ら

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

を

導

出

し

、

そ

れ

を

「
実

在

」

の

あ

り

よ

う

、

あ

ら

ゆ

る

精

神

作

用

に

ま

で

拡

大

し

、

そ

し

て

再

び

、
「

こ

れ

が

芸

術

家

の

創

造

作

用

ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｌｅ
ｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ａ
ｔ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
で

あ

る

」

と

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

に

落

着

さ

せ

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

お

い

て

あ

ら

た

め

て

感

情

移

入

は

次

の

よ

う

に

説

明

さ

れ

る

。

此

立

場

に

於

て

芸

術

家

と

作

品

と

は

「
動

き

」

ｌａ
　ｍ

ｏ
ｂ
ｉｌ
ｉｔｅ

と

い

ふ

如

き

不

可

分

離

な

る

一

つ

の

作

用

と

な

る

の

で

あ

る

。

此

立

場

に

於

て

万

物

が

活

か

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

が

感

情

移

入

の

真

意

義

で

あ

る

。

感

情

移

入

と

は

主

観

的

自

我

の

価

値

感

情

を

客

観

化

す

る

の

で

は

な

い

。

主

客

対

立

以

前

の

具

体

的

生

命

の

発

展

で

あ

る

。

西

田

に

と

っ

て

芸

術

と

は

、
「
動

き

」

で

あ

り

「
発

展

」

で

あ

り

、

そ

の

意
味
で

「
芸
術
的
直
観

は
単
な
る
直
観
で
は
な
い
、
表
出
運
動
を
通
じ
て
見

た
る
直
観

的
内
容
」

な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
行
為

と
し
て
の
芸
術
が
語
ら

れ
、
行
為

的
自
覚
が
芸
術
活
動
の
根
本
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

西
田

は
、

芸
術
的
行
為
を
端
緒
に
実
在
界

に
至
る
可
能
性
を
説
い
た
の
ち
、

あ
ら

た
め
て

い
か
に
し
て
客
観
的
実

在
界

を
創
造
し
得
る
か
と
問
い
、
こ
う

応
え

る
。
「
我

々
は
こ
こ
に
於
て

芸
術

の
立
場

か
ら
道
徳

の
立
場

へ
入
ら
ね

ば
な
ら

ぬ
、
自
由
意
志
の
立
場

に
入
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
」
。
い
わ
ば
芸

術
（
美
）

西田哲学と芸術83



を
道
標

に
道
徳

（
善
）
の
階
梯
を
上
り

始
め
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
芸
術
の

立
場
が
道

徳
の
立
場
に
比
し
て

部
分
的
で

あ
る
事
を
、
た
と
え
ば
道
徳
的
意

志

の
「
最

終
点
に
達
し
よ
う
と
す
る
無
限
の
努
力
」
と

い
う
表
現
で
語

っ
て

い
る
。

こ
れ
は
、
作
品
と
い
う
形

で
そ
の
つ
ど
完
成
す
る
芸
術
的
直
観

に
対

し
て

、
現

実
世
界
そ
の
も
の
に
向
か
う
道
徳
的
意
志
の
全
体
的

な
立
場
を
言

う
も

の
で

あ
る
が
、
現
実
世
界
そ
の
も
の
の
最
終
点

は
事
実
上
見
定

め
得
ぬ

も

の
で

あ
り
、
そ
れ
が

「
無
限
の
努
力
」

た
る
所
以

と
し
て

、
「
最

早
芸
術

で

は
な
く
し
て
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と

い
う
と
こ
ろ

に
落
ち
着
く
の

で

あ
る
。
フ
ィ

ー
ド
ラ

ー
は
芸
術
家

に
お
け

る
こ

の
世
界

を
、
「
つ
ね
に
更

新

さ
れ
て

ゆ
く
努
力
だ
け
が
存
在
し
、
解
決
す
べ
き
課
題
も
、
到
達
す
べ
き

目

標
も
存
在
し
な
い
活
動
の
か
た
ち
を
と

っ
て
現
れ
て
く
る
」
と
考
え
た
。

い
わ
ば

芸
術
家

に
は
無
限
の
努
力
が
要

求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
田

は
こ
う

し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
の
言
う
無
限
の
努
力
を
踏
ま
え
た
上
で
、
道
徳
的
意
志

に
お
け
る
「
無
限
の
努
力
」
を
よ
り
い

っ
そ
う
強
調
し
て

い
る
。
そ
こ

に
は
、

部
分
的
な
芸
術

家
に
留

ま
る
事

な
く
、
現
実
世
界

に
お
け

る
私

た
ち
自
身
の

行
為
的
実
践

に
こ
そ
向
け
ら

れ
た
視
線
が
あ

る
。
こ

こ
に
お
い
て
宗
教

は
、

哲
学

（
真
）
、

道
徳

（
善
）
、

そ
し
て
芸
術

（
美
）

を
含
み

な
が
ら
、
「
実
践

的
」

か
つ
行
為

的
に
そ
れ
ら

を
成
立
せ
し

め
る
も
の
と

し
て

あ
る
。
西

田
は

「
行
為
的
主

観
」

の
冒
頭
近

く
で

次
の
よ

う
に
言

う
。

真

の
我

と
い
ふ
の
は
、
或
一
つ

の
客
観
界

に
対
し

、
そ
の
視
点
で

あ
つ

て

、
又
同

時
に
そ
の
創
造
者
で

あ
る
、
即

ち
創
造
的
見
者
で

あ
る
。
・：

（
中

略
）
…

孰
の
一
点
を
指
し
て
我

と
い

ふ
こ
と

は
で

き

ぬ
、
我

は
全

体
の
進
み
行
く
終
点
で
あ
り
、
又
そ
の
起
点
で
あ
る
、
併
し
又
我
は
永

久
の
現
在

な
る
が
故

に
、
孰
の
一
点
も
我
な
ら
ざ

る
も

の
は
な
い
、
斯

く
し
て
我

は
無
限

の
発
展
で
あ
り
、
動
的
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

前
半
部
分
が

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
論

を
踏
ま
え
て

い
る
事
は
、
「
真

の

我
」
を

「
芸
術

家
」

に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で

あ
る
。
そ
こ
に
託

さ
れ

た
意
味

は
よ
り
深
化

し
た
も
の
と
考
え
る
事
も
で
き

る
が
、
逆

に
フ
ィ

ー
ド
ラ

ー
が
そ

れ
と
し
て

は
論
じ
な
か

っ
た
そ
の
真
意
に
触
れ
る
も
の
で
あ

る
と
考
え

る
事

も
で
き

る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
こ
の
現
実
世
界
を
混
沌
と
し

た
暗
闇
と

捉
え

、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
こ
そ
芸
術
の
担
う
使
命
と
考
え
た
。

そ
し
て
そ

こ
に
芸

術
家

、
準
芸
術
家

（
芸
術
を
深
く
解
す
る
事
の
で
き
る
非

芸
術
家
）
、
非

芸
術
家
と

い
う
い
わ
ば
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
が
想

定
さ
れ
た
。

し

か
し

フ

ィ
ー
ド
ラ

ー
は
芸
術
が
唯
一

だ
と
は
言

っ
て

い
な

い
。

と
に

か
く

（
芸
術
学
者
で

あ
る
）
自
分

は
芸
術

に
つ
い
て
論
じ

る
と
言

っ
て

い
る
の
で

あ

る
。

そ
の
真
意

が
芸
術
に
留
ま
る
も
の
で
な
い
事
は
、
す

で
に
『
根
源
』

以
前

の
著

作
か
ら
も
読
み
取
る
事
が
で
き
た
。
西
田
は
こ
こ
で
、
こ

の
よ
う

な
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
論
に
対
し
て
、
そ
れ
を

「
真
の
我
」
と
い
う
あ
り

よ
う

に
明

確
に
捉
え

返
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し

て
そ

の

「
真
の
我
」

と

は

「
無
限

の
発
展
」
で
あ
り
、
「
動

的
統
一
」
と
し
て
の

「
行
為
的
主
観
」

に
ほ

か
な
ら

な
い
。お

わ

り

に

「
自
覚
」

の
立
場
に
お
い
て
フ
ィ
ー
ド

ラ
ー
の
芸
術
理
論

は
二
つ
の
役
割
を



担

っ
た
と
言
え
る
。
一

は
「
純
粋
経

験
」

を
論
理

の
俎
上

に
載
せ

る
契
機
と

な

っ
た
点
で
あ
り
、
二

は
包
括
的

な
直
観

か
ら
行
為

の
側
面

を
導
出

し
徹
底

す

る
雛
形
と
な

っ
た

点
で

あ

る
。
『
働

く
も
の

か
ら

見
る
も

の
へ
』

の
後
編

に
お

い
て
西
田
は
「
場
所
」

の
立
場

に
立
つ
事
と

な
る
が
、
こ
の

「
働
く
も

の
」

か
ら
「
見
る
も
の
」
へ

の
転
回

、
い
わ
ば
行
為
主
義

か
ら
直
観
主
義
へ

の
転
回
は
、
行
為
的
側
面
へ
の
徹
底
が
結
果
し
た
事
態
と
考
え
る
事
が
で
き

る
。
そ
の
意

味
で

は
、
「
純

粋
経
験
」

か
ら
「
自
覚
」
、
「
自

覚
」

か
ら
「
場

所
」
へ
の
牽
引

的
役
割
を
担

っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

フ
ィ

ー
ド
ラ

ー
が
西
田

哲
学

に
お
い
て
重
要

な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
後
期
の
「
行
為
的

直
観
」
と
の
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
解
釈
は

さ
ら
に
深
化

し
た
も

の
と

な

っ
て

い
る
。
そ
れ

は
、
『
自
覚
』

に
お

い
て

未

だ
直
観
的
側
面

に
と
ら
わ
れ
て

お
り
、
『
芸
術

と
道
徳
』

に
お
い
て
行
為

的

側
面

が
強
調

さ
れ
る
に
至

っ
た
世
界

観
が
、
「
行
為
的

直
観
」
と
し
て

、
両

者
の
相
即
性
に
開
か
れ
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
「
純
粋
経
験
」

の
頃
よ
り
西

田
に
お
け

る
能
動
性
の
自
覚
は
あ
き
ら
か
で

あ
る
が
、
そ
し
て

幾
分
図
式
的
に
な
る
感
は
免
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
哲
学
の
形

成
史
的
側
面

か
ら
考
察
す

る
な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
言
い
得
よ
う
。

西

田
は
様
々
の
哲

学
思
想

を
自
ら

の
血
肉
と
し
て

い
る
が
、
「
自
覚
」

の

立
場

に
お
け

る
芸
術

の
意
義

は
、
道
徳
と
共

に
そ
の
思
索

の
両

輪
に
な
っ
た

と
こ
ろ

に
あ

る
。
西
田
自
身

の
思
索

の
核
で

あ
っ
た
「
純
粋
経

験
」
と

そ
の

体
験
的

な
芸
術
観
、
そ
し
て

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
「
純
粋
視
覚
」
と

い
う
も

の

が
縒

り
合
わ

さ
れ
、
そ
の
縒

り
合

わ
さ
れ
た
思
索

の
深

化
の

過
程

が

『
自

覚
』

か
ら

『
芸

術
と
道
徳
』

に
至
る
流
れ
の
一
つ
で
あ

っ
た
と
見

る
事
が
で

き

る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
自
ら

の
世
界
観
を
造
形

芸
術
活
動
の
根
源
的
意
味

に
収
斂

さ
せ

た
が
、
西
田

は
逆

に
そ
こ
を
出
発
点
に
し
て
、
実
在
を
希
求
す

る
世
界
観
の
構

築
に
向

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

（

１

）
　

西

田

が

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

の

著

作

を

読

ん

だ

の

は

、

日

記

の

記

述

（

「

フ

ィ

ー

ド

ラ

ー

の

文

を

よ

む

」

）

か

ら

遅

く

と

も

一

九

二

一

年

六

月

｝

六

日

以

前

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

岩

波

旧

版

『

全

集

』

第

一

七

巻

、

二

九

四

頁

。

（
２
）
　
A
p
h
o
r
i
s
m
e
n
,
　
３
８
，
　
Ｋ
ｏ
ｎ
ｒ
ａ
ｄ
　
Ｆ
ｉ
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
　
Ｂ
ｄ
.
　
Ｉ
Ｉ
,

１
９

７
１
,
　
２

　

Ｂ

ａ
ｎ

ｄ
ｅ

．
　
Ｈ

ｒ
ｓ
ｇ
.

　

Ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ
ｆｒ

ｉ
ｅ

ｄ

　

Ｂ
ｏ

ｅ

ｈ
ｍ
,

　
２
.
　

Ａ

ｕ

ｓ
ｇ

ａ

ｂ
ｅ

　
１

９
９

１
,

Ｓ
.
　

２

９
.

傍

線

引

用

者

。

以

下

Ｓ

Ｋ

　
Ｉ

。
　
Ｓ

Ｋ

　
Ｉ
Ｉ

と

略

記

。

（

３

）
　

Ａ

ｐ

ｈ
ｏ

ｒ

ｉｓ

ｍ

ｅ
ｎ
,

　
４

０
,
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ｓ
.
　

２

９
.

傍

線

引

用

者

。

（

４

）
　

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　

ｄ
ｅ

ｎ

　

Ｕ
ｒ

ｓ
ｐ

ｒ
ｕ

ｎ

ｇ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　

ｋ
ｕ

ｎ

ｓ

ｔ
ｌｅ
ｒ

ｉ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
ｎ

　

Ｔ

ａ

ｔ
ｉｇ

ｋ

ｅ

ｉ
ｔ
,
　

Ｓ

Ｋ

　
Ｉ
.
　

Ｓ
.

２

２
０
.

本

著

作

に

は

次

の

二

点

の

邦

訳

が

あ

り

参

照

し

た

が

、

引

用

の

際

は

後

者

の

山

崎

訳

を

用

い

た

。

「

芸

術

的

活

動

の

起

源

」
、

『

フ

ィ

ー

ド

レ

ル
　

芸

術

論

』
、

金

田

廉

訳

、

第

一

書

房

、

一

九

二

八

年

、

及

び

、

「

芸

術

活

動

の

根

源

」

、

『

世

界

の

名

著
8
1
　

近

代

の

芸

術

論

』

、

山

崎

正

和

責

任

編

集

、

中

央

公

論

社

、

一

九

七

九

年

、

一

六

九

頁

。

以

下

『

根

源

』

と

略

記

。

（

５

）
　

岩

波

新

版

『

全

集

』

第

二

巻

、

九

五

頁

。

（

６

）
　

同

右

。

（

７

）
　

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　

ｄ

ｉ
ｅ

　

Ｂ

ｅ

ｕ
ｒ

ｔ
ｅ

ｉ
ｌｕ

ｎ

ｇ

　

ｖ

ｏ

ｎ

　

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ

ｎ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

ｂ

ｉ
ｌ
ｄ
ｅ

ｎ

ｄ

ｅ
ｎ

　

Ｋ

ｕ

ｎ

ｓ
ｔ
,

Ｓ
Ｋ
　
Ｉ
,
　
Ｓ
.
　
３
３
.

（

８

）
　

岩

波

新

版

『

全

集

』

第

一

巻

、

一

一

頁

。

（

９

）
　

同

、

三

五

頁

。

（

1 0

）
　

Ｓ

Ｋ

　
Ｉ
,
　
Ｓ
.
　

３
３
.

（

‥
１１

）
　

岩

波

新

版

『

全

集

』

第

一

巻

、

一

五

六

頁

。
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（
1
2）
　
岩

波
新
版

『
全
集
』

第
二
巻
、

三
六

一
頁

。
『
根
源
』
、
一
三
五
頁

。
Ｓ
Ｋ
　Ｉ
．

Ｓ
．　
１
８
５

．

（
1
3）
　
傍
点
引

用
者
。
同
右

、
三
六
三
頁

。

（
1
4）
　
傍
点
引

用
者
。
岩
波

新
版

『
全
集
』
第
三
巻
、
二
六
頁
。

（
1
5）
　
同
右
。

（
1
6）
　
同
右
。

（
1
7）
　
同
、
二
八
頁
。

（
1
8）
　
同
、
三
〇
頁
。

（
1
9）
　
同
右
。

〈
2
0）
　
同
、
一
〇
〇
頁
。

（
2
1
）
　
同
、
一
二
二
頁
。

（
2
2）
　
同
右
。

（
2
3）

『
根

源
』
、
一
三
五
頁
。
Ｓ
Ｋ
　Ｉ
.　Ｓ

．　
１
８
５
．

（
2
4）
　
宗
教
へ
の
論
究
に
つ
い
て
は

『
働
く
も

の
か
ら
見

る
も
の
へ
』
の

「
序
」

に

次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
「
『
芸
術
と

道
徳
』
を
書
き
終
わ
っ
て
、
宗
教

に
つ

い
て
考
へ
て
見
よ
う
と
思

ふ
に
至
っ

て
…
」
。
岩
波

新
装
版

『
全
集
』
第

三
巻
、

二
五
三
頁
。

（
2
5）
　
岩
波
新
版

『
全
集
』
第
三
巻
、

一
六
三
頁

。

（
あ
さ
く
ら
・
ゆ
う
い
ち
ろ
う
、
近
現
代
美
術
・
西
田
哲
学
、

三

鷹
市

芸

術

文

化
振

興

財
団

学

芸
主

査

）
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