
 
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
主
義
と
「新
カ
ン
ト
学
派
」  
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西
田
幾
多
郞
は 

『
思
索
と
体
験
』の
「
三
訂
版
序
」
で
、
「
私
は
一
度
も
カ
ン
ト
的
な
認
識
論
者
と
な
っ
た
こ
と
は
な
い

が
、
当
時
（
京
都
に
来
た
始
の
頃
）
は
甚
く
新
カ
ン
ト
派
の
人
々
か
ら
動
か
さ
れ
た
」と
書
い
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
西
田

が
京
都
帝
大
に
就
任
し
た
翌
年
、
一
九
一
一
年
に
書
か
れ
た｢

認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
い
て｣

は
、
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
学
派
や
西
南(
バ
ー
デ
ン)

学
派
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
新
カ
ン
ト
学
派
」
の
認
識
論
の
解
説
と
し
て
は
、
日
本
で
は

最
初
期
に
属
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
論
文
で
西
田
は
、
「カ
ン
ト
よ
り
も
な
お
一
層
厳
密
に
カ
ン
ト
の
立
脚
地

を
維
持
し
て
之
か
ら
認
識
論
を
構
成
す
る
」人
々
を
「
純
論
理
派
」と
呼
ん
で
お
り
、
そ
の
代
表
者
に
は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン

ト
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
コ
ー
ヘ
ン
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、
「
超
越
論
的
感
性
論
の
前
に
超

越
論
的
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
立
場
だ
と
も
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
の
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
は
『
善
の
研
究
』
（一
九
一
一
年
二
月
刊
行
）
の
前
後
か
ら
「
純
論
理
派
」
の
研
究
を
進
め
、
「新
カ
ン

ト
派
」の
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

他
方
で
西
田
は
、
京
都
に
来
る
前
の
一
九
一
〇
年
ま
で
、
四
高
の
教
授
と
し
て
心
理
学
、
倫
理
学
、
論
理
学
を
講
義
し

て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
当
時
の
心
理
主
義
的
認
識
論
の
代
表
者
と
さ
れ
る
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
の
所
論
に
依
拠
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヴ
ン
ト
の
思
想
は
、
帝
大(

東
京)

の
元
良
勇
次
郎
や
中
島
力
造
に
よ
っ
て
、
一
八
九
〇

年
過
ぎ
か
ら
帝
大
哲
学
科
の
第
二
講
座
（
心
理
学
、
倫
理
学
、
論
理
学
講
座
）
の
中
核
と
な
り
ま
し
た
。
西
田
は
帝
大
で

元
良
に
学
び
、
一
九
〇
二
年
に
は
自
ら
ヴ
ン
ト
を
研
究
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
九
〇
五
、
〇
六
年
頃
ま
で
の
心
理
主

義
へ
の
依
拠
と
、
そ
の
数
年
後
の｢

純
論
理
派｣

に
お
け
る
、
「
た
ん
に
認
識
作
用
の
心
理
的
性
質
を
論
じ
て
、
之
に
よ
っ
て
認

識
そ
の
も
の
の
性
質
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
根
本
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
言
明
と
の
間
に
、
何
が
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
『
善
の
研
究
』刊
行
に
至
る
数
年
間
に
、
西
田
が
「
実
在
」
、｢

純
粋
経
験｣

、｢

意
志｣
な
ど
を
集
中
的
に
研
究

し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
る
と
西
田
は
、
こ
の
期
間
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
純
粋
経
験
な
ど
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ま

ず
ヴ
ン
ト
の
心
理
主
義
か
ら
次
第
に
離
反
し
、
次
い
で
、
新
カ
ン
ト
派
の
超
越
論
的
論
理
学
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
う
し
た
西
田
の
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
な
ど
の
思
想
、
お
よ

び
そ
れ
ら
と
「
純
論
理
派
」
の
「
新
カ
ン
ト
学
派
」
や
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
が
重
要
な
の
は
間
違
い
な
い
で
し

ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
概
念
史
的
に
は
、
す
で
に
一
八
八
〇
年
代
か
ら
、
「
意
識
」
、
「
経
験
」
、
「
実
在
」
、
「
論
理
」
、
「
カ
ン

ト
主
義
」
な
ど
の
思
想
は
、
西
田
の
ご
く
周
辺
に
存
在
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
は
問
題
の
半
分
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
心
理
学
や
倫
理
学
に
つ
い
て
は
今
回
は
省
略
し
ま
す
が
、
た
と
え
ば
西
田
が
使
っ
た
ヴ
ン
ト
は
、
心
理
主
義
の

代
表
者
だ
と
単
純
に
分
類
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
午
前
に
は
カ
ン
ト
を
講
じ
、
午
後
に
は
心
理
実
験
を
行
っ
て

い
た
ヴ
ン
ト
が
、
数
次
に
わ
た
っ
て
刊
行
し
た
『
論
理
学
』
は
、
心
理
学
か
ら
認
識
論
や
科
学
論
ま
で
を
含
む
、
当
時
の
ド

イ
ツ
で
の
「
新
カ
ン
ト
主
義
」
の
代
表
的
な
思
想
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
京
都
帝
大
に
お
け
る
西
田
の
前
任
者
だ
っ
た

桑
木
厳
翼
は
、
上
述
し
て
き
た
西
田
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
、
西
田
と
は
異
な
る
意
味
で
の
「
論
理
」
主
義
と
経
験
的
な
「
実
在

論
」
の
結
合
を
重
視
し
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
代
表
的
な
新
カ
ン
ト
主
義
者
で
あ
る
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
ル
に
学
ぶ
た
め
に
留
学
し

た
の
で
す
が
、
そ
の
当
時
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
は
、
認
識
論
の
み
な
ら
ず
、
科
学
論
、
解
釈
学
、
心
理
学
、
論
理
学
な
ど
と
の

関
連
で
、
数
多
く
の
カ
ン
ト
講
義
が
開
講
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 



 
さ
ら
に
、
最
近
の
西
田
記
念
館
の
復
刻
作
業
に
よ
り
、
西
田
が
論
理
学
講
義
で
参
照
し
た
文
献
は
、
ヴ
ン
ト
と
同
時
に

ボ
ザ
ン
ケ
ー
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
九
世
紀
末
英
国
の
最
重
要
な
哲
学
者
と
さ
れ
、
ロ
ッ
ツ
ェ
の

形
而
上
学
や
論
理
学
の
英
訳
者
で
も
あ
る
ボ
ザ
ン
ケ
ー
は
、
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
を
継
ぐ
英
国
理
想
主
義(

グ
リ
ー
ン
学
派
、

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
学
派)

の
中
心
人
物
で
し
た
。
彼
は
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
と
同
じ
く
、
カ
ン
ト
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
強
く

受
け
て
お
り
、
同
時
に
当
時
の
英
国
で
も
っ
と
も
著
名
な
カ
ン
ト
学
者
だ
っ
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
や
ベ
イ
ン
の
「思
慮
の
法
の
学
（思

考
の
法
則
の
学
）
」
と
し
て
の
論
理
学
を
受
け
継
い
で
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
「知
識
の
実
在
性
と
そ
の
法
則
の
学
」と
し
て

の
論
理
学
を
主
張
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
論
理
学
の
諸
派
の
動
向
に
つ
い
て
は
西
周
や
リ
ン
ド
セ
ー
の
訳
書
に
よ
っ
て

紹
介
さ
れ
て
も
お
り
、
西
田
が
そ
の
出
自
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。 

 

冒
頭
に
あ
げ
た｢

認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
い
て｣

の
後
段
で
は
、
主
に
前
期
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
所
論
に
つ

い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
西
田
の
言
う
と
こ
ろ
の｢

新
カ
ン
ト
派｣

と
は
、
主
と
し
て
西
南
学

派
の
こ
と
な
の
だ
、
と
そ
れ
な
り
に
了
解
は
で
き
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
一
九
三
七
年
の
『
思
索
と
体
験
』
第
三
版
の
序
の
も

の
で
あ
り
、
一
九
一
四
年
の
第
一
版
で
は
、
「
京
都
に
来
た
は
じ
め
、
余
の
思
想
を
動
か
し
た
も
の
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
な
ど
の

所
謂
純
論
理
派
の
主
張
と
・・・
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
段
階
で
は
、
「
新
カ
ン
ト(

学)

派
」と
い
う
名
称
は
ま
だ
定
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
覗
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
見
て
く
る
と
き
、
西
田
が
「
新

カ
ン
ト
派
」
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
、
思
想
史
的
に
も
概
念
史
的
に
も
、
も
う
一
度
そ
れ
が
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
を
き
ち
ん
と
時
代
的
に
区
分
し
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 


