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左

右

田

喜

一

郎

論

文

化

主

義
の

提
唱

者

左

右
田

喜
一

郎
博
士

(

一

八

八
一

-
一

九
二

七

年
)

と

い

え

ば
､

文

化

主

義
を

初
め

て

提
唱

し
､

日

本

文

化
の

近

代
化
の

た

め

に

は

西

欧

風
の

個
人
人

格
の

自

律
主

義
を
み

ず
か

ら
の

も

の

と

す
る

こ

と

が

急
務
で

あ

る

こ

と

を

強
調

し

た

哲
学

者
で

あ
っ

た

こ

と

が
､

な
に

よ

り

も

ま

ず
思
い

起
こ

さ

れ

る
｡

お

そ

ら

く

博
士

は

文

化
と

人

椿
と

の

関
連
を

初
め
て

哲
学
的
に

究
明
し

た

日

本
の

思

想

家
で

あ
っ

た

ろ

う
｡

博
士

以

前
に

も
､

文

明

開
化
の

名
の

も

と
に

西

欧

の

文

物
の

移
植
に

努
め

た

思

想
家
は

少
な

く

な
か

っ

た
｡

し

か

し

西

欧
の

文
化

を

生

み

だ

し
､

こ

れ

を

さ

さ

え

た

人

格
の

自

律

性
の

精
神
を

み

ず
か

ら
の

も
の

と

し
よ

う
と

し
て

､

そ

の

生

涯
の

思

索

を
こ

の
一

点

に

集
中
す
る

と

い

っ

た

思

想

家
は

､

日

本
の

文
化

史

上

博
士
に

お

い

て

初
め
て

そ

の

人

を

み

た

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

ー

咤

叔

馬

場

啓

之

助

1

フ
0

左

右

田

博
士
は

そ

の

哲
学
的
思

索
を

展
開

す
る

の

に
､

カ

ン

ト

の

批

判
哲
学

を

そ

の

方

法
論
の

根

底
に

お

い

て

い

た
｡

博
士
ほ

ど

カ

ン

ト

の

批
判
主

義
の

精
神

を

忠
実
に

み

ず
か

ら
の

う

ち
に

生
か

そ

う
と

し

た

哲
学
者
は

日

本
の

思

想

家
で

め

ず
ら

し
い

｡

カ

ン

ト

の

批

判
哲
学
を

紹
述
し

､

こ

れ

を

解
釈
す
る

う
え
で

よ

い

仕
事
を

残
し

た

哲
学
者
も

な

く

は

な
い

が
､

か

れ

ら
の

多
く

は

訓
話
の

単

に

終

始
し
た

｡

カ

ン

ト

の

精
神
を

日

本

文

化
の

う

ち
に

生
か

そ

う

と

努
力

し
た

も
の

は

少

な
い

｡

カ

ン

ト

を

｢

近

代

文

化
の

哲

学

者
+

と

あ
お

ぎ
､

そ

の

精
神
を

日

本
文

化
の

う
ち
に

生
か

そ

う
と

し

た

も
の

は
､

お

そ

ら

く

左

右
田

博
士

を

お

い

て
､

そ

の

例
を

見

出
す
こ

と

は

難
か

し
い

で

あ

ろ

う
｡

博
士

は

日

本
が

も
っ

た

数
少

な
い

｢

近

代

文
化
の

哲
学

者
+

の
一

人
､

そ

れ

も

き
わ

立
っ

た
一

人
で

あ
っ

た
｡

や

4 2 ∂
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紳

一

左

右

田

博
士
の

晩
年
の

論
文

｢

文
化

哲
学
よ

り

観
た

る

社
食
主

義
の

協
同

膿

倫
理
+

(

大
正

一

四

年
)

の
日

目

頭
に

つ

ぎ
の

よ

う

な

言

葉
が

あ

る
｡

｢

カ

ン

ト

(
-

り

N

阜

～
-

∞

○

占

の

永
き

八
十

年
の

生

涯
は

唯
だ
『

頭

上
に

あ
つ

て

は

星

空
､

身

内

に

あ

つ

て

は

道

徳

律
』

(

口
汚
r

訂
･

払

巨

岩
ー

2

H

一

打
ロ

月
e
-

･
旨
e

=
已
♪

仁

n

良

計
払

m
O

邑
-

払
C

訂

G
2

邑
N

-

n

-

已
ユ

の
一

句
に

其
の

結
晶
を

見

出
す

｡

吾
等
は

此
の

一

句
に

よ

り

て

カ

ン

ト

の

学
問
及
び

人

格
の

偉
大
と

尊
厳
と

に

百

代
の

師

表

と

す
る

所
以

を

容
易
く

見

出
す
で

あ

ら

う
｡

余
は

年
と

共
に

カ

ン

ト

の

偉
大

さ

を

此
の

一

句
の

裡
に

感
得
す

る

を

弥
や

増
す
の

情
を

禁

(

1
)

じ

得
な

い
｡

+

左

右
田

博
士

が

そ

の

学
問
的

な

生

涯
を

通

じ
て

カ

ン

ト

に

た

い

す
る

傾
倒
の

念
を

い

よ

い

よ

強
く

し
て

い

っ

た

こ

と
が

､

こ

の

引

用

文
か

ら

う
か

が

え

る
｡

と
こ

ろ
で

､

博
士

が

カ

ン

ト

の

批

判
哲

学
に

接
し
て

､

転
心

と

も

い

っ

て

よ

い

よ

う

な

感
動
を

覚
え

た

の

は
､

フ

ラ

イ

ブ

ル

グ

大

学
に

お

い

て

リ

ァ

ケ

ル

ト

の

も

と
で

哲
学

研

究
を
お

こ

な
っ

て

い

た

時
の

こ

と
で

あ
っ

た
｡

博
士

は

当

時
を

つ

ぎ
の

よ

う
に

回

想

し
て

い

る
｡

｢

其
の

〔

リ
ブ

ケ

ル

ト

の

講
義
の
〕

影
響
を

強
く

受
け
て

カ

ン

ト

に

随
喜
の

涙
を

こ

ぼ

し
､

指
も

千

切

れ

る

か

と

ば
か

り

の

独

乙

の

厳
冬
の

朝
､

目

も

ま

だ

あ

け
や

ら

ぬ

講
堂
に

瓦

斯
の

燈

下
に

ア

デ
ィ

ケ

ス

先

生

が

カ

ン

ト

第
一

批
判
を

講
読
せ

ら

る

と

き
に

は
､

研

究
室
の

一

隅
に

私
か

に

胸
を

躍
ら

す
こ

と

も

度
々

で

あ

つ

た
｡

余
が

少

時
漢
学
の

素
読
を

教
へ

ら
る

と

き

読
書
の

始
め

と

終
り
に

は

必

ず
一

度
づ

つ

其
の

書
物
に

向
つ

て

礼
拝
す
る

旧

る

き

幼
き

折

の

習
慣
に

､

洋
服

着
て

腰
掛
け

､

机
に

向
つ

た

滞
独
の

目

に

も

カ

ン

ト

の

著
書
に

だ

け

は

之

を

新
に

し
た

こ

と

も

あ

つ

た
｡

当

時
朝

夕
礼
拝
ま
で

し
た

カ

ン

ト

の

画

像
は

今
猶
ほ

余
の

書
斎

に

あ
る

が

(

2
)

未
だ

に

余
は

何
と

な
し

に

之
を

直
視

す
る

を

得
な
い

｡

+

左

右

田

博
士
は

日

露
戦
争
の

勃

発
を

見
た

一

九

〇

四

年
(

明

治

三

七

年
)

､

東
京

高
等
商
業
学
校

専
攻

部

を

卒
え
る

と
､

長
い

西

欧

留
学
の

旅
に

で

る

が
､

そ

の

留
学
中

博
士
に

最
も

深
い

影

響
を

あ

た

え

た

の

は
リ

ブ

ケ

ル

ト

で

あ
っ

た
｡

リ
ァ

ケ

ル

ト

は

ダ
イ

ン

デ

ル

バ

ン

ト

を

継
い

て
､

ド

イ

ツ

西

南
学

派

と

呼
ば

れ

る

新
カ

ン

ト

派
の
一

流
派

を

確
立

し

た

哲
学
者
で

あ
っ

た
｡

か

れ

は

カ

ン

ト

の

批
判
哲
学
に

示

さ

れ

た

認
識
批

判
の

方

法
を

摂
取

し
て

､

文
化

科

学
の

方

法
的

基
礎
を

確

立

し
ょ

う
と

し

た

哲
学
者
と

し
て

知
ら

れ

て

い

る
｡

左

右
田

博
士

は
リ

ァ

ケ

ル

ト

に

接
し
て

､

カ

ン

ト

哲
学

へ

の

開
眼
を

経
験
し

た

の

で

あ

る
｡

▲q
U

左

右
田

博
士
の

十

年
に

近
い

ド

イ

ツ

留
学

は
､

た

ま
た

ま

第
一

舶
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次

世

界
大

戦
直

前
の

ド

イ

ツ

文
化
の

華
や

か

な

開
花
期
に

あ

た
っ

て

い

た
｡

カ

ン

ト

に

出
発
し

､

フ

ィ

ヒ

テ
､

シ

ェ

リ

ン

グ

を

経
て

ヘ

ー

ゲ

ル

に

お

い

て
一

応
の

完
成
を

見
る

ド

イ

ツ

観
念
論
の

哲
学

ほ
､

ド

イ

ツ

文

化
の

近

代
化
の

た

め
の

精
神
的
支
柱
を

用
意
し
た

も
の

で

あ
っ

た

が
､

そ

の

文

化
の

社
会
的

基
盤
と

も
い

う
べ

き

資

本
主

義
は

十

分
に

棍
を

は
っ

て

ほ
い

な
か
っ

た
｡

し
か

し

新
カ

ン

ト

派
の

哲
学
が

展
開
し
て

い

た

十

九

世

紀
末
か

ら
二

十

世

紀
初
頭

に

か

け

て

は
､

ド

イ

ツ

の

資
本
主

義
は

先

進
国

イ

ギ

リ

ス

に

迫
る

ほ

ど

の

充
実

を

示

し
て

い

た
｡

こ

う
い

っ

た

土

台
の

う
え
に

開
花

し

た

当
時
の

ド

イ

ツ

文
化
は

､

強
い

自
信
と

明
る

い

展
望
を

も
っ

て
､

葦
や

か

な
も
の

が

あ
っ

た
｡

日

清
戦
争
か

ら

日

露
戦
争
に

い

た
る

､

資
本
主

義
建
設
が

よ

う

や

く

緒
に

つ

い

た

時
期
に

､

そ

の

昔
年
期
を

迎
え

た

左

右
田

博
士
が

こ

う
い

う
ド

イ

ツ

文
化
の

黄
金

時
代
の

雰
囲

気
の

な

か

に

生

活
す
る

こ

と

に

な
っ

て
､

ど
の

よ

う

な

感
激
を

覚
え

た
か

は

想

像
に

か

た

く
な
い

｡

左

右
田

博
士

が

カ

ン

ト

の

批
判
哲
学
に

接
し
て

転
心
と

呼
ん

で

よ

い

経
験
を

味
わ
っ

た
の

も
､

こ

の

ド

イ

ツ

文

化
の

黄
金

時
代
の

雰
囲

気
の

な
か

に

お

い

て

と

ら

え
て

み

る

と
､

そ

の

意
義
が

明

白

に

な

る
｡

そ

れ

は

日

本
で

カ

ン

ト

の

批
判
哲
学
を

読
ん

で

感
ず
る

感
銘
と

け

違
っ

た

も

の

が

あ
っ

た

ろ

う
｡

ド

イ

ツ

文

化
へ

の

確
信

が

｢

論
理

的
な

可
能
を

別

に

し
て

は

生

活
と

し

て

の

可

能
は

あ

り

劫
′

イ
丁

え

な
い
+

と
か

､

｢

論
理

的
に

不

可

能
な

ら

生

活
と

し

て

も

不

可

能
だ
+

と
か

と
い

っ

た

か

た

ち
で

表
明
さ

れ

て

い

た

よ

う
な

世

界

で
､

カ

ン

ト

哲
学
に

傾
倒
す
る

こ

と

は
､

も

ち

ろ

ん

た

ん

に

知
識

と

し

て

そ

れ

を

学
び

と

る

こ

と

で

は

な
い

｡

そ

れ

は

生
き

か

た

と

し

て

感
得
す
る

こ

と
で

あ

り
､

ま

た

そ

う
い

う

生
き

か

た

を

す
る

人
々

の

仲

間
と

な
る

こ

と

で

も

あ
る

｡

博
士
は

､

カ

ン

ト

の

画

像

に

た

い

し
て

｢

未
だ

に

余
は

何
と

な

し
に

之
を

直
視

す
る

を

得
な

い
+

人

と
し

て
､

日

本
へ

帰
っ

て

く
る

の

だ
｡

左

右
田

博
士

は
一

九
一

三

年
(

大
正
二

年
)

長
い

留
学
の

旅
を

終
え
て

帰

国
し

て

く
る

｡

ド

イ

ツ

文

化
の

う

ち
に

近

代
人
と

し

て

の

生

き

か

た

を

味
得
し
た

博
士

は
､

お

そ

ら

く

日

本

文

化
の

近

代

化
に

た

い

し
て

｢

文
化

的

使
命
+

を

覚
え
て

帰
っ

て

き

た

の

で

あ

ろ

う
｡

博
士

は

そ

の

『

経
済
哲
寧
の

諸
問
題
』

(

大
正

六

年
)

の

序

文
で

､

帰
国
の

感
懐
を

つ

ぎ
の

よ

う
に

書
い

て

い

る
｡

｢

今

猶

夢
兢
忘
る

能
は

ぎ

る

西
欧
十

年
の

遊
学
を

卒
へ

花
の

都

を

見
す
て

1

帰
る

雁
の

偲

び

を

な

し
､

目

に

々

々

文
化
の

中
心

を

遠
ざ
か

る

憂
愁
を

抱
き

て

シ

ベ

リ

ヤ

の

平
野
を

克
行
し

､

再
び

故

国
の

土
を

踏
み

た

り

し

は
､

恕
び

起
せ

ば

早
や

四

年
の

昔

な

り
｡

爾
来
思
ふ

と

こ

ろ

而
し
て

希
ふ

と
こ

ろ
､

悉
く

事
､

志
と

違
び

､
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■

世

事
紛
々

､

俗
事
擾
々

､

復

裏
目

の

古
之

学

者
為
己
の

境
地
に

悠

遊
す
る

を

許
さ

ず
､

余
が

学
問
研

究
の

行

程
に

於
て

､

退

歩
の

跡

こ

そ

あ

れ
､

進
趨
の

趣
の

認

む
ぺ

き

な

く
､

日

夜
惧
悩
悶
々

の

情

(

3
)

に

堪
へ

ざ
る

も
の

あ

り
｡

+

｢

花
の

都
を

見
す
て

ゝ

帰
+

っ

て

き

た

祖

国

は
､

博
士
に

学
問

研
究
に

専
念
す
る

を

許
さ

な

い

個
人

的

事

情
が

あ
っ

た

と

し

て

も
､

博
士
が

｢

旦
欣

快

悩
悶
々

の

情
+

に

さ

い

な

ま

れ

ざ

る

を

え

な
か

っ

た

の

は
､

た

ん

に

こ

れ

だ

け
の

理

由
か

ら

だ

け
で

は

あ

る

ま
い

｡

博
士
は

父

祖
の

業
､

左

右
田

銀
行
を

主

宰
し

な
い

わ

け
に

は
い

か

な
か

っ

た

の

で
､

母

校
の

教
授
と
し

て

学
問
研

究

に

没

頭

で

き

な
か

っ

た

の

は

事
実
で

あ
る

｡

し
か

し
わ

ず
か

四

年
の

あ
い

だ

に

論
文

集
『

経
済
哲
畢
の

諸
問
題
』

を

だ

し
て

､

日

本
の

学
界

に

清
新
の

気
風
を

注
入

し
て

い

る
｡

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

博

士
が

苦
悩
を

訴
え

て

い

る

の

は
､

強
い

文
化

的
な

使
命
観
を
も

っ

て

い

た

か

ら

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

ま

た

そ

の

使
命
の

遂

行
の

困
難

を

痛
感
し
て

い

た

か

ら
で

は

な
か

ろ

う
か

｡

博
士
の

日

本
文
化
の

近
代

化
に

た

い

す
る

対

社

会
的
な

提
言
は

｢

『

文

化
主
義
』

の

論
理
+

(

大
正

八

年
)

と
な
っ

て

あ

ら

わ

れ

る
｡

こ

れ

は

黎
明

会
に

お

け

る

講
演
で

あ
る

｡

黎
明

会
と
は

､

三

宅
雪

嶺
･

福
田

徳
三
･

青
野
作
造

な

ど

当
時
の

先

覚
者
が

中
心
と

な
っ

叶

て

結
成
し

た

も
の

で
､

日

本
文

化
の

近

代

化

を

推
進
し

ょ

う
と

し

た

も
の
.
で

あ

る
｡

左

右

田

博
士
は

こ

の

第
一

回
の

講

演

会
(

大

正

八

年
一

月
一

八
日
)

に

お

い

て

｢

『

文

化

主

義
』

の

論
理
+

に

つ

い

て

語
り

､

文

化

主

義
を

提
唱
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

博
士

は
こ

の

講
演
に

あ

た
っ

て

｢

黎
明

運

動
+

の

急

務
な
る

を

感
じ

て

講
演
を

引
き

受
け

た

が
､

｢

諸

君
の

燃
ゆ
る

が

如
き

青

春

の

血

に

油
を

注
が

ん

と

す
る

や

う
な

熱
弁

を

揮
う
こ

と

ほ

余
の

任

と

す
る

所
で

な
い

か

ら
､

余
は

余
の

立

場
か

ら

考
へ

て
､

余
が

滋

に

仮
に

名
づ

け

て

『

文

化

主

義
』

と

称
す

る
一

個
の

人
生

観
に

対

し
て

､

氷
の

如
き

冷
や

か

な
る

論
理

的
解

剖
を

加
へ

る

を

以

て

満

(

4
)

足
し
た

い

と

思
ふ
+

と

冒
頭
で

断
わ

っ

て

い

る
｡

た

し
か

に

こ

の

講
演
は

｢

氷
の

如
き

冷

や

か

な

る

論
理

的
解
剖
+

に

終
始
し
て

い

る
｡

公

開
の

講
演
で

､

し

か

も
一

つ

の

｢

主

義
+

を

社
会
に

向
っ

て

提
唱

す
る

の

に
､

冷
厳
な

論
理
に

終
始
し
て

い

る

の

は
､

博
士

が

論
理

に

つ

か

れ

た

人
で

あ

り
､

｢

論
理
の

伝

教

者
+

で

あ
っ

た

こ

と
を

示

し

て

い

る
｡

以

下
に

引

用
さ

れ

る

博
士
の

言
葉
が

示

す

よ

う
に

､

講
演
は

ま
こ

と
に

調
子
の

高
い

…
あ

え
て

い

え

ば
､

い

さ

さ

か

調
子
が

高
す
ぎ

た

-
も
の

で

あ
っ

た
｡

博
士
が

提
唱
し

た

｢

文

化

主

義
+

は
つ

ぎ

の

よ

う

な

主

張
か

ら

な
っ

て

い

た
｡

≠3J
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(

イ
)

文

化

主

義
と

は
､

文
化

価
値
の

実

現
を

め

ざ

し

て

努
力

す
る
こ

と
こ

そ
､

人

生

を

意

義
あ

る

も
の

と

す
る

道
で

あ

る

と

主

張
す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

文

化

価
値
と

は

｢

吾
等
の

有
す
る

人

文

史
上

の

諸

価
値
を

純
化

し
一

方

的

高
昇
の

過

程
を

極
致
に

導

き

た

る

時
に

､

其
の

極
限
に

立
つ

て

吾
等
が

人

文

史
上
の

凡

ゆ
る

努
力
に

対

し

て

其
の

目

標
と

な
り

得
る

も
の
+

の

意
味
で

あ
る

｡

｢

余
は

今

此
の

如
き

論
理
上

の

普
遍

妥

当
性
を

具
有
す
る

文

化

価

値
■の

内

容

的

実
現

を

希
図

す
る

謂
は

ば

形
而

上

学
的
努
力
を

呼
ん

(

5
)

で

鼓
に

『

文

化

主

義
』

と

言
は

ふ

と

思

ふ
｡

+

(

ロ

)

人

間
は

文

化

価
値
の

前
に

平
等
で

な

く
て

は

な
ら

な
い

が
､

人

間
が

人

格
を
も
つ

の

は

文

化

価
値
の

実

現
の

過

程
に

参
画

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

で

あ

る
｡

人

棉
と

は

価

値
で

あ
っ

て

自
然
で

は

な
い

｡

｢

一

切
の

人

格
は

此
の

如
き

文
化

価
値

実
現

の

過

寒
に

於
て

一

以

て

他
に

代
置
し

得
べ

か

ら
ざ

る

其

自
ら
の

価
値
を

保
有

し

待
と

見
ら

る

に

於
て

､

語

を

換
へ

て

日
へ

ば
一

切
の

人

格
は

文

化
の

生

産
､

創
造

に

た

づ

さ

は

る

こ

と

に

よ

つ

て

其
自

ら
の

重

要

と

価
値
と

を

発
揚
す
る

に

於
て

其
自
身
固
有
の

意
義
が

見

出
し

得

(

6
)

ら

る
｡

人

格
と

は

文

化

価
値
と

相
対

し

て

の

み

意
味
が

あ
る

｡

+

(

ハ

)

文

化

主

義
と

人

格
主

義
と

ほ

相

即

す
る

も
の

で

あ

る
｡

｢

吾

等
は

文

化
の

帰
趣
に

朝
せ

ん

と

し
て

文

化

価
値
の

実
現
を

努

軸

†

む

る

人

格
と

し

て

活
き

ん

と

す
る

の

で

あ

る
｡

各
限

ら

れ

た

る

範

光ノ
千

国
に

於
け

る

文
化

所
産
の

創
造
に

た

づ

さ

わ

る

事
を

透
し

て

個
人

人

格
の

絶
対

的
主

張
に

普
遍
妥

当

性
を

与
へ

ん

と

す
る

に

於
て

吾

等
人

生
の

意

義
は

尽

く
｡

文

化

主

義
と

は

是
で

あ
る

｡

人

格
主

義

(

7
)

と
は

是
で

あ

る
｡

+

左

右
田

博
士
の

提
唱
し

た

｢

文
化

主

義
+

は
､

か

れ

が

滞
独

中

に

体
得
し

た

新
カ

ン

ト

派
の

理

想
主

義
を

日

本
文

化
の

う

ち
に

生

か

そ

う

と

試
み

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

｢

文

化

主

義
+

は

ほ

ん

ら
い

｢

文

化

価
値
主

義
+

と

も

称
す
べ

き

も
の

で

あ
っ

た

が
､

博

士

は

｢

冗

長
の

嫌
び

あ

る

を

恐

れ

て
+

こ

れ

を
つ

づ

め
て

｢

文
化

主

義
+

と

呼
ん

だ

の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

が
､

博
士

と

は

別
に

桑

木
厳
巽
博
士
も

｢

文

化

主

義
+

を

唱

え
た

し
､

ま

た

他
に

も
こ

れ

に

同

調

す
る

思

想
家
も

あ
っ

て
､

文

化

主
義
は

第
一

次

世

界
大

戦

彼
の

日

本
で

か

な

り

普
及

し
て

い

っ

た
｡

当
時
の

流
行
思

想
の
一

つ

で

さ

え

あ
っ

た
｡

左

右
田

博
士
の

提
唱
は

成

功
し

た

か

に

見
え

た
｡

し

か

し

そ

れ

は

か

な

ら

ず
し

も
､

博
士

が

期

待
し

た

よ

う

に
､

日

本

文
化
の

近

代
化
を

貫
徹
さ

せ

る

カ

と

は

な

ら

な

か

っ

た
｡

そ

れ

ほ

｢

形

而
上

学
的
努
力
+

を

呼
び

起
こ

さ

ず
､

む
し

ろ

西

欧

的
生

活
の

外

形
の

模
倣
に

終
っ

て

し

ま
っ

た
｡

そ

し
て

や

が

て

こ

の

大

正

期
の

文

化

主

義
は

昭

和

初
期
国

家
主

義
の

垣
頭
の

前

_ -



( 4 5 ) 左 右 田 喜
一

郎 論

朗

.
袖

に

消

滅
し
て

い

っ

た
｡

こ

の

文
化

主

義
の

挫

折
は

日

本

文

化
の

近

代
化
に

と
っ

て

は

悲

し

む
ぺ

き
一

大

事
件
で

あ

る
｡

そ

の

原
因
の

究
明
は

日

本

文

化

史
の

重

大

な

課

題
の
一

つ

で

あ

る

が
､

い

ま

左

右
田

喜
一

郎
論
を

展
開
し
て

い

る

の

で
､

こ

の

問
題
に

深
く

立

ち

入
っ

て

吟
味
し
て

い

る

い

と

ま
が

な
い

｡

た

だ

こ

の

間
題

を

左

右

田

博
士
の

業
績
と

関
連
さ

せ

て

取
り

扱
っ

て

み

れ

ば
､

文

化

主

義

が

博
士
の

提
唱
と

は

逆
に

､

人

椅
主

義
か

ら

分

離
し
て

､

西

欧

文

化
の

外

形
的
輸
入

に

転
化

し

て

い

っ

た

と
こ

ろ

に
､

そ

の

短

命
さ

の

理

由
が

あ
っ

た

と

も

言

え

よ

う
｡

文
化

主

義
は

ほ

ぼ

関

東
大

震
災
を

画

期
と

し

て
､

た

と

え
ば

文

化

住
宅
を

そ

の

よ

い

例
と

す
る

よ

う
に

､

西

欧

的

な

生

活
の

外

形

的
模
倣
を

表
示

す
る

模
語

と

化

し
て

い

っ

た
｡

そ

れ

は

左

右
田

博

士
の

提
唱
す
る

人

格
主

義
と

は

無

縁
な

か

た

ち

で

展
開

し
て

い

っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

文

化

主

義
の

俗
流
化
を

見
て

､

博
士

は

文

化

と

人

蒋
と

の

布

離
の

危
険
を

意
識
し
て

､

個
人
の

孤
立

に

悩
む

よ

う

に

な
る

｡

文

化
の

表
面

に

浮
び

で

ず
に

､

人
に

知
ら

れ

ず
し
て

埋

没

し
て

い

く

個
人
の

創
造
が

あ

り

う
る

こ

と

に

苦
し

む

よ

う
に

な

る

の

だ
｡

そ

の

苦
悩
の

う
ち
か

ら

左

右
田

博
士
の

独

自
な

哲
学

思

想

が

展
開
し
て

く
る

｡

あ

え
て

言

え

ば
､

左

右
酔

哲
学
は

大
正

期

の

文

化

主

義
の

挫
折
の

記
念
碑
と

も
二

言

え
よ

う
か

｡

(

1
)

左

右
田

全

集

(

岩

波

書

店

昭

和

五

年
)

第

四

巷

四

三

五
ぺ

ー

ジ

(

2
)

左

右
田

全

集

第
三

巻

(

3
)

左

右
田

全

集

第
三

巻

(

4
)

左

右
田

全

集
第

四

巻

(

5
)

左

右
田

全

集

第

四

巻

(

6
)

左

右
田

全

集

第

四

巻

(

7
)

左

右
田

全

集

第

四

巻

二

三

-
二

四
ペ

ー

ジ

四

二
一

ペ

ー

ジ

五

ペ

ー

ジ

九
ペ

ー

ジ

一
〇
ペ

ー

ジ

一

三

ペ

ー

ジ

人

格
主

義
の

主

張

左

右
田

博
士

は

｢

文

化

主

義
+

の

提
唱

を

お

こ

な
っ

た
一

九
一

九

年
(

大
正

八

年
)

の

秋
に

､

｢

慣
値
の

髄
系
+

と
い

う

長
文
の

論

文

を

書
い

て

い

る
｡

こ

れ

は

そ

の

｢

文

化

主

義
+

の

理

論
的

根
拠

を

幅
広

く

展
開
し

ょ

う

と

し
た

も
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

文

化

価
値

と

並
ん

で

左

右
田

哲
学
に

お

い

て

重

要
な

意
味
を

も
つ

｢

創
造

者

価
値
+

∽
O

打

者
訂

⊇
1

e

ユ

と
い

う

新
し
い

概
念
が

提

唱

さ

れ

て

く

る
｡

左

右
田

博
士
は

文

化

価
値
は

そ

の

実
現
の

過

程
に

即
し

て

見

れ

ば

歴
史
的
･

社

会
的
で

あ

る

が
､

そ

の

内

面

的

な

意
味
は

歴

史
を

超
え

社

会
を

絶
し

た

も
の

で

あ

る

こ

と
に

注

目

す
る

｡

｢

凡

そ

如

3

何
な
る

種
類
の

文

化

価

値

な
る

を

問
は

ず
､

…

…

凡
て

皆
一

様
に

舶
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人

類
歴
史
の

所
産
と

し
て

発
展

進
歩
の

可

能
を

思
ひ

､

社

会

万

乗

及

び

歴
代

協
力
の

結
晶
と

し

て

其
の

完
成

､

其
の

理

想
の

実

現
を

遠
き

吾

等
の

未
来
に

托
せ

ざ
る

べ

か

ら

ざ

る
一

面

あ

る

と

同

時

に
､

如
何

な
る

範
囲

に

於
て

も
､

如

何
な

る

時
代

､

如

何

な
る

民

族
の

中
に

在
つ

て

も
､

一

個
の

天

才

超
人

あ

つ

て

其
の

解

釈
を

許

さ

る

べ

き

方

面
の

価
値
に

係
は

り
て

時
処
を

絶
し

､

人
を

超
え

て

其
自
身
の

内

面

的

意
義
を

端
的
に

発

揚
し

､

自
足
円

満
完
了

的
に

其
の

統
一

調

和
の

相
を

現

顕
し

得
べ

き

偶
の

一

面
あ

る

事
は

疑
ふ

(

l
)

べ

く

も

な
い

｡

+

博
士

は
､

こ

の

よ

う
に

価
値
の

二

つ

の

面

を

区

別
し

､

こ

れ

に

つ

づ

い

て

｢

価

値
に

対

す
る

此
の
一

面
の

解

釈

を

呼
ぶ

に

斯
学
通

行
の

概
念
『

文

化

価
値
』

を

以
て

す
べ

く

ん

ば
､

他
の

一

面
の

解
釈
を

名
づ

く
る

に

余
は

『

創
造

者
価
値
』

(

余
に

造

語

を

許

せ

1
ご

∽
○

ビ

音
訂

⊇
､

e

ユ
｡

)

を

以

て

し

ょ

う

と

思

ふ
｡

+

博

士
が

｢

創
造

者
価
値
+

と
い

う

新
し
い

概
念
を

導
入

し

た

の

は
､

こ

の

よ

う

な

関

連
に

お

い

て

で

あ
る

｡

こ

の

博
士
の

解
明
の

仕
方

は
､

そ

の

哲
学

思

想
の

特
徴
を

よ

く

示

し
て

い

る
｡

価
値
を

そ

の

実

現
の

過

程
に

即

し

て

み

れ

ば

歴
史

性
と

か

社

会

性
と
か

が

関
わ
っ

て

く
る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

が
､

価
値
そ

の

も
の

の

意
味
は

歴

史
を

超
え

社

会
を

絶
し

て

い

る
｡

価
値
は

｢

内

在
的
で

同

時
に

超
越
的
+

で

あ

る
■〕

こ

れ

は

新

L

阿
′

一

カ

ン

ト

派
の

価
値

哲
学
が

一

般
に

説
く

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

誕
ノ
士

が

左

右
田

哲
学
は

､

こ

の

｢

超
越
的
+

な

側
面
を

｢

一

個
の

天

才

超
人
+

と

関
連
さ

せ
､

こ

れ

を

｢

個
人
+

と

結
び

つ

け
よ

う

と

す

る
｡

な

ぜ

｢

個
人
+

を

価
値
の

実
現
の

過

程
に

関
連
さ

せ

る

よ

り

む
し

ろ

こ

れ

を

価
値
そ

の

も

の

の

意
味
と

結
び

つ

け
る

の

か
｡

あ

る

い

は

｢

個
人
+

と
い

っ

て

も

｢

一

個
の

天

才
超
人
+

の

意
味
だ

と

言
う
か

も

知
れ

な
い

が
､

博
士
の

論
述
は

つ

ね

に

こ

の

限

定
が

明

確
に

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

｡

そ

し

て

価
値
の

二

つ

の

面

の

対

比

は

社

会
と

個
人
の

分

離
の

意
味
を
お

び
､

問
題
の

次

元
の

微
妙
な

す
り
か

え

が

お

こ

な

わ

れ

て

い

く
｡

わ

た

し

は

な
に

も

博

士

を

批

判
し
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

む
し

ろ
こ

の

点
に

注

目

す

る

こ

と

が
､

左

右
田

哲
学
の

性
格
を

知
り

､

大
正

期
の

文

化

主

義

の

挫

折
の

原

因
の

一

つ

を

さ

ぐ
る

手
が

か

り

と

な

る

と

考
え
て

い

る

の

だ
｡

博
士
は

文
化

価
値
と

創
造

者

価
値
の

対

概
念
を

用

い

て
､

｢

社

会
と

個
人
+

の

問
題

を

文

化

哲
学
の

世

界
で

取

扱
っ

て

い

こ

う
と

す
る

｡

た

と

え

ば

博
士

は

つ

ぎ
の

よ

う
に

書
い

て

い

る
｡

｢

惟
ふ

に

社
会
の

意
義
は

文

化
に

尽
き

､

個
人
の

意
義
は

創
造

に

終
る

｡

社
会
と

個
人

と

は

同
一

価
値
の

両

面
に

於
て

解
釈
せ

ら

れ

た

る

二

つ

の

負
担

者
の

謂
び

で

あ

る
｡

両

者
が

如
何
な
る

関
係
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一

郎 論

外

事

に

立
つ

べ

き

や

は

同
一

価
値
の

両

面
に

於
て

一

は

文

化

価
値
他
は

創
造

者
価
値
と

解
せ

ら

れ

て

此
の

両

者
が

如
何

な
る

関
係
に

あ

る

(

2
)

や

の

解
釈
に

倍
属
す
べ

き

も

の

で

あ

る
｡

+

博
士
は

､

こ

の

よ

う

な

設

問
を

も
っ

て
､

｢

『

文
化

主

義
』

の

論

理
+

に

お

い

て

提
唱
し

た

文

化

主

義
と

人

楷
主

義
の

相

関
関
係
に

た

い

し

て

理

論
的
な

究
明

を

加
え

よ

う
と

し

た

わ

け
で

あ
る

が
､

そ

の

解

明
の

過

程
で

社

会
と

個
人
の

碑

離
に

か

ん

す
る

懐
疑
思

想

が

し

だ

い

に

に

じ

み

で

て

く
る

｡

こ

の

よ

う

な

問
題
の

提
出

そ

の

も
の

が
､

懐
疑
主

義
と

結
び

つ

い

て

い

た

の

で

は

な
い

か
､

と

思
わ

せ

る

よ

う

な

感
想

を
､

博
士

は

書
き

残
し

て

い

る
｡

つ

ぎ
の

よ

う
で

あ

る
｡

｢

余
嘗
つ

て

大

平
洋

を

航

行
し

て

月

明
の

魔
か

な
る

に

終

夜
の

歓
を

貪
つ

た

こ

と

が

あ
る

が
､

島
も

見
ゆ
る

な

く

烏
さ
へ

飛
ば

ざ

る

太

洋
の

兵

唯
中
に

吾
等
が

航
行

す
る

船
あ

り

た

れ

ば
こ

そ

其
の

浪
の

上
に

輝

く

月
の

光
を
こ

そ

見
た

れ
､

若
し

船
の

其

処
に

航

す

る

こ

と

な

く

ば

月
は

見
ら
る

～

人

も

な

く
､

況
ん

や

自
ら

求
む
る

な

く

終
夜

其
の

光
を

放
げ
つ

1

あ

つ

た

で

あ

ら

う
｡

余
は

幾
年

後

の

今
日

猶
ほ

此
の

想
び

を

忘

れ

能
は
ぬ

｡

今
創
造

者
価
値

を

思
ひ

而

し

て

文

化

価
値
実
現
の

過

程
に

没

入

す
る

に

至

る

ま
で

は

又

は

永

久
に

没
入

す
る

こ

と

な
く

し
て

､

其
自

身
の

内

面
的

意
義
を

詔

ゃ

る

に

止

ま
る
ぺ

き

も

の

あ

る

を

想
ふ

て

端
な

く

当
時
の

余
の

感
想

(

3
)

を

鼓
に

再
び

喚
び

起
さ

ざ

る

を

得
な

い
｡

+

博
士
は

文

化

価
値
と

創
造

者
価
値
と
の

関
係
を

､

世
に

い

れ

ら

れ

な
か

っ

た

天

才
の

孤
独

を

居

び
､

そ

の

孤
高
な

厳
し
い

姿
を

念

頭
に

去
来
さ

せ

な

が

ら
､

そ

の

究

明

を

試
み

て

い

る
｡

そ

れ

が

や

が

て

｢

社

会
と

個
人
+

の

問
題
を

取

り

扱
う
か

た

ち
に

な
っ

て
､

博
士
の

人

蒋
主

義
の

主

張
は

､

文

化

主

義
と

は

な

れ

て
､

天

才
者

の

独

白
に

近
い

色

調

を

帯
び

て

く
る

の

だ
｡

｢

合
理

性
封
非
合

理

性
の

問
題
を

通
じ

て

観
た

る

極
限

概
念
の

哲
畢
+

(

大

正
一

〇

牛
)

に

お

い

て
､

左

右
田

博

士

は
､

さ

ら

に

｢

個
人
+

の

存
在
の

問

題
を

見
つ

め
､

個
人
の

も
つ

特
殊
性
の

意

義
を

追

求
し

て

い

く
｡

余
は

余
で

あ

っ

て
､

汝
で

は

な
い

｡

こ

れ

は

何
人

に

と
っ

て

も

生

活
体

験
上
の

基
本

的
事
実
で

あ

る
｡

天

才

超
人
だ

け

が

余
は

余
で

あ
る

わ

け
で

は

な
い

｡

す
べ

て

の

人

間
に

と
っ

て
､

余
は

余
で

あ
っ

て
､

汝
で

は

な
い

｡

こ

の

事
実
は

､

意

志

自
由
の

問
題
の

根
底
を

な

す
も
の

で

あ

る
｡

博
士

は
､

こ

の

間

題
を

呂
e
叫

n

ど
許

な
い

し

U
①
-

ロ

ビ
e

芹

と
い

う

横
森
的

な

非
合
理

性

の

問
題

と
し

て

展
開
し
て

い

く
の

だ
｡

呂
e
}

ゴ

訂
-

t

と

か

ロ
e
-

ロ

F
e

芹

と

か

は
､

一

面

に

お

い

て

は

た

し

だ

J

か

に

単
純
な

特
殊
性
で

あ

る

が
､

他

面
こ

れ

を

｢

余
の
+

あ

る

い

舶
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は

｢

汝
の
+

と

し
て

他
に

た

い

し
て

主

張
し

ょ

う
と

す
る

た

め

に

は

な

ん

ら
か

の

媒
介
が

な

く
て

は

な

ら
な
い

｡

そ

の

媒
介
の

役
割

を

は

た

す

も
の

は
､

も

ち

ろ
ん

普
遍
的
な
も

の

で

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

あ

る

普
遍
的
な

も
の

を

媒
介
と
し

な

く

て

は
､

｢

余
の
+

と
か

｢

汝
の
+

と

か

い

っ

た

特
殊
性
は

限

定
さ

れ

な
い

｡

文

化

価

値
は

明
ら

か

に

こ

の

よ

う
な

普
遍
者
と
し

て

の

役
割
を

は

た

す
は

ず
で

あ
る

｡

す
で

に

み

た

よ

う
に

､

｢

文

化

主

義
+

の

提

唱

に

あ

た
っ

て
､

左

右
田

博
士

は

文

化

と

人

椿
と

の

相

関

性
を

主

張
し

た
｡

し
か

し
こ

の

主

張
に

安

住
で

き

な
か
っ

た
｡

な
ぜ

安
住
で

き

な
か

っ

た

か

を

検
討
す
る

前
に

､

そ

の

主

張
を

思
い

起
こ

し

て

み

ょ

ぅ
｡

そ

こ

で

は

つ

ぎ
の

よ

う
に

も

説
か

れ

て

い

た
〕

｢

一

切

の

人

格
が

､

文

化

価
値

実
現
の

過

程
に

於
て

仮

令

其
の

中
の
一

個
で

も

其
の

表
面

以

下
に

埋

没
せ

ら
る

1

事
な

く

悉
く

皆

其
の

表
面
に

於
て

其
自
身
固

有
の

位
置
を

占
め

､

一

義
的
且

一

律

的
に

一

列
に

配

置

せ

ら

れ
､

而
し
て

其
の

窮
極
に

於
て

傭
と

し

て

(

4
)

目

標
た

り

規
範
た

る

文

化

価
値
が

立
+

っ

て

い

る

こ

と

を

求
め

る

の

が
､

左

右
田

博
士
の

い

う

文

化

主

義
の

主

張
で

あ

っ

た
｡

と
こ

ろ

が
､

博
士

は
､

こ

の

よ

う
な

文

化

主

義
で

十

分
に

つ

く

せ

な
い

人

希
の

要
請
が

あ

る

こ

と

を

主

張
す
る

よ

う
に

な
る

｡

文

化

価
値
実
現
の

過

笹
は

､

文

化

価
値
そ

の

も
の

の

実
現
と

い

う
よ

山

叩

_
｢

り

も
､

政

治
･

経
済

･

芸
術
な

ど

と
い

っ

た

特
殊
な

文
化

領
域
に

諮
J

告

即
し
て

そ

の

実
現
が

期
せ

ら

れ

る
｡

こ

れ

ら

特
殊
な

文

化

価
値
実

現
の

過

程
に

お

い

て
､

そ

れ

ぞ

れ

の

人

櫓
が

｢

一

義
的

且
一

律
的

に
一

列
に

配
置
+

さ

れ

た

と

し
て

も
､

そ

の

人

格
の

要
請
が

く

ま

な

く

満
さ

れ

る

わ

け

で

は

な
い

｡

個
性
と
し

て

の

人

格
の

要
請
は

特
殊
な

文

化

価
値
に

即
し

た

だ

け
で

は

十

分
に

消
さ

れ

な
い

｡

そ

の

要
請
を

満
す
た

め

に

は
､

特

殊
な

文

化

価
値
を

た

が

い

に

関

連

さ

せ
､

文

化

価
値
そ

の

も
の

を

ほ

う
ふ

つ

さ

せ

よ

う
と

す
る

｢

合

理

化
+

と

は

別
の

方

向

が

考

え

ら

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

そ

こ

に

文

化

目

的
と

は

別

に

人

間
目

的
に

沿
っ

た

｢

合
理

化
+

が

考
え

ら

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

博
士

は
､

文

化

価
値
と

は

別
に

創
造

者
価
値

と
か

か

わ

ら

し

め

た

｢

合
理

化
+

を

説
く

よ

う
に

な
る

｡

人

間

目

的
に

沿
っ

た

｢

合

理

化
+

と

い

っ

て

も
､

い

か

に

合
理

化

し
て

も
､

つ

い

に

｢

余
の
+

｢

汝
の
+

と
い

っ

た

非

合

理

性
は

脱
却
で

き

な
い

｡

そ

の

非
合
理

性
を

そ

の

ま

ま

と

し
て

､

し

か

も

た

ん

な
る

特
殊
性
で

は

な
い

価
値
を
そ

な

え

た

も
の

と

な
ら

な
く

て

は

な
ら

な
い

｡

｢

非
合
理

性
た

る

個
体
に

深
く

根
ざ

し

な

が

ら

其
白
身

一

個
の

統
一

せ

る

価
値
体
+

と

い

っ

た

も
の

を

摸
索
し

､

博
士

は

こ

れ

を

｢

超
個
的

個
性
+

と

呼
ん

だ
｡

博
士

は
こ

う

説
明

し
て

い

る
｡

吋
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紳

.

'

｢

超
個
的

個
性
は

即
ち

一

方

非
合
理

性

其
の

俵
の

姿
に

あ

り

な

が

ら
､

他

方

合
理

性
其
の

儀
の

意
味
に

解
釈
せ

ら
る

～

も

の

で

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

而
し

て

合
理

性

其
の

儀
の

意
味
に

解
釈
せ

ら

る

1

こ

と

を

得
ん

が

為
に

は

非
合
理

性
は

合
理

化

的
過

程
に

入

り

込
み

た

る

も
の

と

し

て

解
釈
せ

ら
る

～

外
に

這

は

な

い

で

あ

ろ

ぅ
｡

即
ち

静
的
に

見
れ

ば

非
合
理

性
其
の

俵
の

姿
に

あ
る

と
云

び

得
る

け
れ

ど

も

動
的
に

見
れ

ば

非
合
理

性
其
の

俵
で

は

あ

り

得
な

(

5
)

い
｡

+

こ

こ

で

｢

動
的
に

見
+

る

と
い

っ

て

い

る

の

は
､

｢

内

面

的

に

価
値
に

向
つ

て

精
進
す
る
+

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

ま
た

内

面
的
な

価
値
と

み

て

い

る

の

は
､

も

ち
ろ

ん

｢

創
造

者
価
値
+

な

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

博
士

は

か

つ

て

｢

人

格
な

き
の

文

化

価
値
は

な

く
､

文
化

価
値
な

き
の

人

蒋
は
あ

り
え

な
い
+

と

主

張
し
た

の

に
､

外

面

的
に

文
化

価
値
を

目
ざ

し

て

の

活
動
と

は

別
に

､

内

面

的
に

創
造

者
価
値
に

向
っ

て

の

精
進
を

考
え
る

よ

う
に

な
る

｡

そ

し
て

二

つ

の

方

向

は

現

実
の

経
験
世

界
で

は
か

な

ら

ず
し

も

合

致

し

な
い

｡

文

化

価
値
を

目

ざ

し
て

社

会
的
協
同
を

通

じ
て

文

化

創
造
に

努

力
す
る

こ

と

は
､

い

わ

ば

社

会
化
の

方

向

を

意
味
す
る

が
､

創
造

者
価
値
に

向
っ

て

精
進
を

重
ね

る

の

は
､

個
人

化
の

方

向
を

た

ど

rゝ

る

も
の

で

あ
る

｡

二

つ

の

方
向

が

合

致
す
る

た

め
に

は
､

社
会
化

す
る

こ

と
が

同

時
に

個
人

化

す
る

こ

と
で

も

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

と
こ

ろ
が

､

社
会
的
協
同

を

す
る

に

は
､

各
人
が

た

が

い

に

相

手

方
の

行
動
を

手

段
と

し

て

利
用

し

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

そ

の

社

会

的

行
動
の

手

段
化

が
､

個
人
の

人

格
を

目

的
と

し

て

取
扱

ぅ
こ

と

に

な
ら

な
い

お

そ

れ

が

あ

る

と

し

て
､

博
士

は

社

会
化

と

個
人

化
の

相

関
的
展
開
と
い

っ

た

思

考
に

安
易
に

賛
成
で

き

な
い

と

す
る

｡

そ

れ

は

博
士
が

そ

の

｢

文
化
哲

学
よ

り

観
た

る

政

令
主

義
の

協
同

健
倫
理
+

(

大
正

一

四

年
)

に

お

い

て
､

ナ

ト

ル

プ

現
に

疑
問
を

提
出
し

て

い

る

と
こ

ろ

に

よ
っ

て

も

明

ら
か

で

あ

る
｡

ナ

ト

ル

プ

は
､

社

会
と

個
人
は

た

が

い

に

独

立
に

存
在
す
る

も

の

で

は

な

く
､

相
互
に

依
存
し

あ

っ

て

い

る

と

主

張
す
.
る

｡

社

会

は

個
人
の

内
に

､

ま

た

個
人
は

社

会
の

う

ち
に

あ

る

こ

と

を

別
に

し

て

は
､

成
立

し
が

た
い

も

の

で

あ
る

｡

社
会
化
を

い

わ

ば

円

囲

の

拡
が

り

と

見
､

個
人

化
を

そ

の

円

心
へ

の

深

ま

り

と

考

え

れ

ば
､

ち
ょ

う

ど

円

堆
形
の

ば

あ
い

の

よ

う
に

､

円

囲
の

拡

大

は

同

時
に

円

心
へ

の

深
さ

を

増
大

さ

せ

る

は

ず
で

あ

る
｡

こ

う
い

う
ナ

ト

ル

プ

説
に

た

い

し

て
､

左

右
田

博
士

は

か

な
ら

ず
し

も

基
本
的

に

反
対

す
る

わ

け
で

は

な
い

が
､

｢

社
会
に

全

部
を

覆
は

れ

尽

さ

(

6
)

7

ゞ

る

個
人

を

考
ふ

る

こ

と

を

余
は

不

可

能
な

り

と

は

考
え

な
い
+

舶
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と

し
て

疑
問
を

振
出
し

て

い

る
｡

そ

し

て

社

会

化

は

｢

文

化

目

的
+

に

対

応
す
る

も
の

で

あ

り
､

個
人

化
は

｢

人

間
目

的
+

を

お

う

も
の

で

あ

る

と

し

て
､

そ

こ

に

少
な

く
と

も

現

実
の

世

界
で

は

二

つ

の

生
き

か

た

が

区

別

さ

れ

る

と

主

張
し

て

い

る
｡

し
か

も

注

目

す
べ

き
こ

と

に

は
､

文
化

主

義
の

意
味
に

つ

い

て

限
定

を

加
え

て

い

る

の

で

あ

る
｡

文
化
主

義
は

､

文

化

価
値
の

実
現

と
い

う
､

い

わ

ば

仕
事
を

中

心

と

し

た

社

会
的

協
同
を

求
め

､

社

会
の

成

員
と

し
て

位
置
づ

け

ら
れ

る

と
こ

ろ
に

人

生
の

意
義
を

認

め

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

る
｡

し

か

し

｢

創
造

者
価
値
+

に

向
っ

て

精
進
す
る

こ

と
は

､

別

の

境
地
を

目

ざ

し
て

い

る

の

だ
｡

博
士
は

書
い

て

い

る
｡

｢

余
は

文
化

創
造
の

独

自
性
の

内
に

淋
し

き

乍
併
崇
高
な
る

人

格
の

尊
厳
を

仰
ぎ

見
ん

と

欲

す
る

｡

淋
し

き

-
何
と

な

れ

ば

如

何
な
る

他
の

も

の

と
の

協
同

､

如
何
な
る

文

化
の

舞
台
も

其
の

意

味
の

本

質
構
成
に

窮
極
の

要

素
を

な

さ

ぬ

か

ら
で

あ

る
｡

-
人

間
其
の

も
の

は

淋
し
い

独

白
の

も
の

で

あ
る

｡

人
は

独
り

生

れ
､

(

7
)

人
は

独
り

死
ん

で

行
く

｡

+

こ

の

よ

う
に

､

左

右
田

博
士
は

そ

の

提
唱
に

か

か

る

文

化

主

義

に

た

い

し

て
､

｢

創
造

者

価

値
+

を

目

ざ

す

精
進
を

強

調

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

み

ず
か

ら

懐
疑
を

提
出
し

て

い

っ

た

よ

う
に

見
え

軸

叫

る
｡

も

ち

ろ

ん

博
士
は

､

文

化

価
値
と

創
造

者
価
値
と
の

関
係
に

榔

つ

い

て

哲
学
的
な

思

索
を

傾
け

､

そ

の

総
合
に

努
め

て

い

る
｡

し

か

し

そ

の

思

索
の

展
開
の

あ
い

だ

を
ぬ

っ

て
､

博
士
の

孤

独

観
は

生

ま
生

ま

し
い

感
想
と

し
て

表
白
さ

れ

て

い

る
｡

文

化
主

義
が

流

行

思

想
と

し

て

同

調

者
が

あ

ら
わ

れ

て

き
て

い

る

さ

い

に
､

そ

の

提
唱
者
が

｢

人

間
其
の

も
の

は

淋
し
い

独

白
の

も
の

で

あ

る
+

と

述
べ

な
い

わ

け
に

い

か

な

か
っ

た

こ

と
は

､

注
目

に

催
す
る

も
の

が

あ

ろ

う
｡

大
正

期
の

文
化

主

義
は

､

そ

の

提
唱

者
に

安
住
の

場

所
を

与

え
る

こ

と
が

で

き

な

か
っ

た

の

だ
｡

( ( ( ( ( ( (

7 6 5 4 3 2 1
) ＼
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/ ＼
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ノ ) ＼

､

.
) )

左

右
田

全

集
第
四

巻

左

右

田

全

集
第

四

巻

左

右

田

全

集

第

四

巻

左

右

田

全

集

第

四

巻

左

右

田

全

集

第

四

巻

左

右
田

全
集

第

四

巻

左

右
田

全

集
第

四

巻

九

四
ペ

ー

ジ

九
五
ペ

ー

ジ

一

〇

八
ペ

ー

ジ

一

一

ペ

ー

ジ

一

九
一

ペ

ー

ジ

四

四
三

ペ

ー

ジ

四

八
五

ぺ

1

ジ

極
限

概

念
の

哲
学

左

右
田

博
士

は

｢

文

化

目

的
+

と

｢

人

間
目

的
+

と

の

合

致
し

が

た

い

こ

と

を

認

め
､

懐
疑
的
な

感
想
を

述
べ

て

い

た
｡

し

か

し

も

ち

ろ
ん

こ

れ

が

左

右
田

哲
学
の

全

貌
を

語
る

も

の

で

は
な
い

｡
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印

れ

博
士

は

二

つ

の

目

的
は

現

実
に

は

併
行

線
を

描
く

だ

け
で

､

た

が

い

に

交
わ

ら

な
い

と

し

て

も
､

極
限
に

お

い

て

は

合
致

す
る

と

考

え

な
い

わ

け

に

は
い

か

な
い

と

説
い

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

に

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

が

提
出
さ

れ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

吟
味

を

加
え

て

お

か

な

く
て

は

な

る

ま
い

｡

左

右

田

博
士
は

そ

の

｢

極
限

概
念
と

し

て

の

文

化

慣

値
+

(

大

正

七

年
)

に

お

い

て
､

文

化

価
値
と
こ

れ

を

目
ざ

す
行

為

系

列

と

の

関
係
を

極
限

概
念
を

用
い

て

解
明
し

よ

う
と

し

た
｡

｢

極

限

概

念
の

哲
学
+

を

展
開

し

よ

う

と
し

た

の

で

あ
る

｡

｢

極

限

概

念
の

哲
学
+

は

す
で

に

｢

軽
拘
不

遇
の

一

猶

大

智
人
+

マ

イ

モ

ン

∽

已
?

冒
｡

ロ

監
F

ぎ
｡

｡

あ

る

い

は

｢

天

資
の

大

才
を

抱
い

て

不

幸
天

折

し

た
+

ケ

リ

ー

宮
ロ

n
O

内
e
→

り

Ⅵ

に

よ
っ

て

提

唱
さ

れ

た

も

の

で

あ

る

が
､

左

右
田

博
士
は

こ

れ

を

自

己
の

体

系
の

う
ち

に
､

こ

れ

を

さ

さ

え
る

哲
学

的
方

法
と

し
て

摂

取

し
ょ

う
と

し

た
｡

極

限

概

念
そ

の

も
の

は
､

無
限

等
比

級

数
あ

る

い

は

円

と

そ

の

内
(

外
)

接
多
角
形
と

の

関
係
に

お

い

て

示
さ

れ

る

よ

う
に

､

数

理

解

析
に

お

い

て

は

め

ず
ら

し
い

も
の

で

は

な
い

が
､

こ

れ

を

哲
学

的
方

法

と

し

て

活
用

し

た

と
こ

ろ
に

､

左

右
田

博

士

の

特

徴

が

あ

る

の

だ
｡

文
化

価
値

を

目
ざ

し
て

創
造
の

た

め
の

行
為
が

積
み

重

ね

ら

れ

て

い

く

ー
こ

う
い

う

類
い

の

文

章
を

わ

れ

わ

れ

は

左

右

田

博
士

の

文

化

主

義
の

説
明
に

あ

た
っ

て

書
い

て

き

た
｡

何

気
な

く

受
け

取
れ

ば
､

わ

か

る

よ

う

な

気
が

す
る

が
､

じ
つ

は

哲
学
上

の

基
本

問
題
が

潜
ん

で

い

る

文

章
な
の

で

あ

る
｡

文
化

価
値
と

い

う
の

は

先

験
的

な

理

念
を

示

し
て

お

り
､

一

連

の

創
造
の

た

め
の

行
為
は

も

ち

ろ

ん

経

験
的
な

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

経
験
的

な

行

為
系
列
の

う

ち
に

先

験
的

な
理

念
が

宿
っ

て

い

る

と
､

ど

う
し

て

主

張
で

き
る

の

か
｡

い

な

ど

う

し
て

論
証
で

き

る

の

か
｡

こ

の

間
い

に

答

え
る

こ

と

が

す
で

に

難
か

し
い

｡

そ

う

だ

と

す
れ

ば
､

文

化

主

義
の

主

張
は

､

そ

の

最
初
の

発
端
か

ら

行

き

詰
っ

て

し

ま

う
｡

そ

こ

か

ら

新
し
い

哲

学
的

方

法
が

要
求
さ

れ

て

く

る
｡

左

右
田

博
士
は

極
限

概

念
を

活
用

し
て

そ

の

方

法
的

基
礎

を

固

め

よ

う
と

し
た

の

だ
｡

一

連
の

行
為
系
列
は
バ

ラ
バ

ラ

の

も
の

で

は

な

く
､

あ
る

種
の

方

向

を

も
っ

て

い

る
｡

あ

る

方

向
に

向
っ

て

行

為
が

繰
り

返
え

さ

れ

て

い

る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

ら
の

行

為
は

合

目

的
的

な

関

連
を

も

っ

て

い

る

と

い

う
ほ

か

は

な
い

｡

こ

の

合

目

的

性
を

反

省
し

て

み

れ

ば
､

一

連
の

行

為
系
列
の

極

限
に

あ

る

目

的
が

想

定
さ

れ

な
い

わ

け

で

も

な
い

｡

こ

の

目

的
を

博
士

は

｢

極
限

概
念
と

し
て

の

文

9

化

価
値
+

と

し
て

つ

か

ん

だ

の

で

あ
る

｡

し

か

し

極
限

概

念
は

た

舶
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ん

に

反
省
附

な

概

念
で

あ

る

だ

け
で

は

な
い

｡

さ

ら
に

い

く
つ

か

の

行
為
系
列

が

あ

る

と

し
よ

う
｡

そ

れ

ら

の

系

列

相
互

の

関
係

は
､

そ

れ

ぞ

れ

の

系
列
に

属
し
て

い

る

特
定
の

個
別
の

行
為
を

比

較
し
て

み

て

も
､

そ

の

意
味
は

明

ら
か

に

な

ら

な
い

｡

系
列
の

極

限
に

想
定
さ

れ

る

目

的
を

た

が

い

に

関
係
さ

せ

て

み

る

ほ

か

に
､

そ

れ

を

解

明

す
る

道
は

な
い

｡

し

た

が

っ

て
一

つ

の

系
列
か

ら

他

の

系
列
へ

の

転
入
と

か
､

あ

る

い

は

転

換
と

か

の

意
味
も

､

極
限

概
念
を

妖
介
と

し
て

つ

か

む
ほ

か

は

な
い

こ

と

に

も

な
る

｡

そ

の

限
り
に

お

い

て

極
限

概
念
は

そ

れ

ぞ

れ

の

系
列

貝
を

｢

限

定
+

す

る

意
味
を

多
少
と

も

帯
び

て

く

る

の

だ
｡

左

右

田

博
士
の

極
限

概
念
の

哲
学
的

方

法
と

は
､

こ

の

よ

う

な

も
の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

で
､

カ

ン

ト

は

超
越
的
な

目

的
が

あ
っ

て
､

こ

れ

が

経

験
の

あ

り
か

た

を

決
め

､

こ

れ

を

｢

限

定
+

す
る

と

考
え
る

の

は

形
而
上

学
的

な

態
度
で

あ

る

と

し
て

批
判
し
て

い

る
｡

形
而
上

学
に

陥
い

る

こ

と

な

く

表
明
で

き

る

こ

と

は
､

経

験

の

あ

り
か

た

の

う
ち
に

示

さ

れ

る

合
目

的

性
か

ら

｢

反
省
+

し
て

目

的
を

偲

ぶ

こ

と

だ

け
で

あ

る
｡

左

右
田

博
士

は
､

こ

の

カ

ン

ト

の

目

的
論
に

対

比

し
て

､

そ

の

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

は

反

省
的

な

目

的

論
と

限
定

的
な

目

的

論
と
の

限

界
を

た

ど

ろ

う

と

す
る

も

の

だ

と

説

明
し

て

お

り
､

ま

さ

に

形
而
上

学
に

陥
い

る

こ

と

を

避

■
吟

鵬

け

う
る

限

界
で

も
あ

る

の

だ

と

も

述
べ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

に

た

っ

て
､

左

右
田

博
士

は

｢

文

化
目

的
+

と

｢

人

間
目

的
+

と

の

極
限
に

お

け

る

合
致
を

も

解

明
し

ょ

う
と

す
る

｡

こ

の

問
題
こ

そ
､

博
士
が

最
も

苦
心

を

傾
け
た

と
こ

ろ

で

あ
っ

た
｡

そ

の

努
力
の

あ

と

を

顧
み

､

そ

の

成

香
を

吟

味
し

な

く
て

は

な

ら

な
い

が
､

そ

の

吟
味
に

ょ
っ

て

わ
れ

わ

れ

は
､

多
少
の

迂
回
の

後
､

前
節
で

追
及

し
た

主

題
に

立

ち

帰

っ

て

い

く
こ

と

に

な

ろ

う
｡

｢

合
理

性
封
非
合

理

性
の

問
題
を

通
じ
て

観
た

る

極
限

概
念
の

哲
学
+

(

大
正
二

〇

年
)

に

い

た
っ

て
､

左

右
田

博
士

は

文

化

価

値

対

創
造

者
価
値
の

問
題
と

関
連
さ

せ

て
､

そ

の

極
限

概
念
の

哲
学

的

方

法
に

新
し
い

意
味
を

付

与

し

て

い

く
｡

極
限
と

そ

の

系
列
員

と
の

関
連
に

か

ん

し

て

博
士
は

二

つ

の

方

向

を

区

別

す
る

｡

一

つ

は

前
進
的

方

向
で

あ

り
､

他
は

回

顧
的
な

方

向
で

あ
る

｡

こ

こ

で

前
進
的

方

向
と

い

う
の

は
､

一

連
の

行

為
系
列
が

極
限

を

目
ざ

し

て

｢

合

理

化
+

さ

れ
､

さ

ら
に

は

他
の

行
為
系
列
へ

の

転
入

な
い

し

転
換
の

展
望
を

も
つ

こ

と

で

あ

り
､

明

ら
か

に

こ

れ

は

文
化

価

値
と

対

応
す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

た

い

し
て

､

回

顧
的
な

方

向

と

は

極
限
か

ら

顧
み

て

そ

れ

ぞ

れ

の

行
為
の

｢

非
合
理

性
+

を

位
置
づ

け
､

さ

ら
に

は

行

為
の

主
体
で

あ

る

個
人
の

意
義
を

さ

ぐ

叫

4 卓0
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郎 論

紳

叶

る

方

向
で

あ

り
､

こ

れ

は

創
造

者
価
値
に

関
連
す
る

｡

前
進
的

な

方

向

は

い

わ

ば

｢

客

観
化
+

を

目
ざ

し
､

回

顧
的
な

方
向

は

｢

主

観
化
+

を

指
さ

し
て

い

る
｡

そ

し
て

｢

客
観
化
+

の

方
向

に

向
っ

て

の

意
味
の

拡
充

は
､

｢

主

観
化
+

に

沿
っ

て

の

意
味
の

充

実

と

相
関

関

係
を

も

ち
､

両

者
は

そ

の

極
限
に

お

い

て

は

合

致
し

う
る

の

だ

と

説
い

て

い

る

の

だ
｡

こ

こ

に

｢

極
限
に

お

い

て
+

と
い

う

の

は
､

無
限
の

努
力

を

通

し
て

こ

れ

に

漸
近

し

う

る

と

し
て

も
､

こ

の

極
限
を

静
止

的

に

そ

れ

と

し
て

は
つ

か

み

え

な
い

こ

と
を

意

味
し
て

お

り
､

博
士
の

言

葉
に

よ

れ

ば

｢

極
限

概

念
の

哲
学
が

教

(

1
)

ふ

る

所
は

神
に

於
て

す
ら

其
の

最
後
の

休
止

点
を

与
へ

得
ぬ
+

こ

と

に

な
る

が
､

な
お

か

つ

文

化

価
値

を

目
ざ

し

て

の

個
々

人
の

努

力
を

通

し
て

｢

此
の

各
々

の

努
力

､

諾
々

の

意
味
の

交
叉

点
と

し

て

の

各
人

蒋
は

超
個
的

個
性
た

る

を

得
る

に

よ

つ

て

産
も

得
知

ら

ざ

る

非
合
理

性
の

深
淵
よ

り

悠
々

と

し
て

極

限
の

最
後
に

合
理

性

(

2
)

と

連
な

る

こ

と

を

待
と

い

ふ

こ

と
が

日

び

得
る

で

あ

ら

う
+

と

考

え

る

ほ

か

は

な
い

と

説
い

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

に

し
て

､

｢

前
進

的
+

に

は

文

化

価
値

､

｢

回

顧
的
+

に

は

創
造

者

価
値
と
い

っ

た

二

つ

の

方

向
が

区

別
さ

れ

る

と
し

て

も
､

そ

れ

は

無
限
な

努
力

と
い

っ

た

動
的
な
過

程
が

含
む

契
機
に

ほ

か

な

ら

な
い

も

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

極
限
に

お

い

て

は

｢

価
値

血
r

そ

の

も
の
+

の

う
ち

に

総
合
さ

れ

る

の

だ

と
､

博
士

は

説
い

て

い

る

の

だ
｡

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

よ

り

み

れ

ば
､

｢

前

進

的
+

と

｢

回

顧

的
+

､

あ

る

い

は

ま

た

｢

客

観

化
+

と

｢

主

観
化
+

と

い

っ

た

二

つ

の

方

向

は
､

無
限

追
求
の

動

態
の

う

ち
に

流
動
化
さ

れ
､

た

が

い

に

相

関
し
あ

う
も
の

と

な

る
｡

こ

の

視

点

は
､

前
節
で

触
れ

た

ナ

ト

ル

プ

説
と
い

ち
じ

る

し

く

類
似
し
て

は

い

な

い

で

あ

ろ

う

か
｡

ナ

ト

ル

プ

も

ま

た

｢

無
限
の

課
題
+

を

目
ざ

す

動
態
過

程
に

お

い

て

は

｢

客

観
化
+

と

｢

主

観
化
+

と

は

た

が

い

に

相

関
し

あ

う
と

い

う
認

識
論
的

視
点

を

と

り
､

こ

れ

が

実
践
哲
学
に

あ
っ

て

は
､

左

右
田

博
士

が

疑
問
を

提
出
し

た

と
こ

ろ

の
､

｢

社

会

化
+

と

｢

個
人

化
+

の

相

関
と

な
っ

て

あ

ら
わ

れ

た

の

だ
｡

こ

の

ナ

ト

ル

プ

説
は

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

か

ら
み

れ

ば
､

同

じ

視
点
に

た

つ

も
の

と

し
て

肯
定
さ

れ

な
い

も
の

で

あ

ろ

う
か

｡

左

右
田

博
士

も

ナ

ト

ル

プ

説
に

疑
問
を

提
出
し
て

は
い

る

が
､

こ

れ

を

全

面

的

に

拒
香
し
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

つ

ぎ

の

よ

う

に

書
い

て

い

る
｡

｢

個
人

と

社

会
と

が

相
互

に

相

覆
ふ

は

ナ

ト

ル

プ

も

考
ふ

る

如

く

決
し

て

現

実
の

境
に

於
て

見

ら
る
べ

き
で

も

な

く

又

解
せ

ら

る

一丁
⊥

べ

き
で

も

な

く

し
て

､

両

者
共
に

無

限
の

課
題
と

し
て

考
へ

ら

る

幽
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～

と

き
の

み

に

限
る

と

日

は

な

く
て

は

な
ら

ぬ
｡

此
の

無
限
の

課

題
と

し
て

見

ら
れ

た

る

境
地

に

於
て

は

…

…

社

会
と

個
人
と

は

舶

(

3
)

覆
ふ

で

あ

ら

う
｡

+

こ

れ

に

注
し

て
､

博
士

が

｢

余
が

所
謂
文

化

価
値
と

創
造

者
価

値
と

の

ニ

ッ

の

並

行
線
が

無
限
の

延

長
に

於
て

合
致
す
る

と

な

す

も
の

是
で

あ

る
+

と

書
い

て

い

る

こ

と

は

注

目
に

伍
す
る

｡

博
士

が

ナ

ト

ル

プ

説
が

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

と

同
じ

趣
旨
の

主

張
を

な
し

て

い

る

と

認

め

な

が

ら
､

｢

社

会
と

個
人
+

の

問

題
に

か

ん

し
て

は

ナ

ト

ル

プ

説
は

い

さ

さ

か

問
題
を

安
易
に

考
え

す
ぎ
て

い

る

と

反
撥

し

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は

博
士
自

身
が

そ

の

｢

極
限

概

念
の

哲
学
+

に

安
住
し

切
っ

て

い

な
い

､

あ

る

い

は

こ

れ

に

安
住

す
る

こ

と

を

阻

止

す
る

な
に

も
の

か

が

あ
っ

た

こ

と

を

示

唆
し
て

は
い

な
い

だ

ろ

う
か

｡

こ

の

間
い

と

と

も

に

わ

れ

わ

れ

は

こ

の

｢

左

右
田

喜
一

郎

論
+

の

核
心
に

よ

う
や

く

達

し

た

か

の

感
じ

を

も
つ

｡

と

こ

ろ
で

､

こ

の

間
い

に

ど
の

よ

う
に

答
え

ら
れ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

間
に

た

い

す
る

答
え

は
､

博
士
の

主

張
を

そ

れ

ぞ

れ

集
約

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

二

つ

の

文

章
を

此

較

す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

そ

の

手
が

か

り
が

得
ら

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

文

章
の

一

つ

は
､

｢

極
限

概
念
の

哲
学
が

敦
ふ

る

所
は

神
に

於
て

す
ら

其
の

最

ね

ぜ

後
の

休
止

点
を

与
へ

得
ぬ
+

で

あ

り
､

他
は

｢

人

間
其
の

も
の

は

舶
J
チ

淋
し
い

独

自
の

も

の

で

あ

る
｡

人

は

独

り

生
れ

､

人

は

独

り

死
ん

で

行
く
+

で

あ
る

｡

二

つ

は

博
士
の

異
な
っ

た

側
面
を

如

実
に

示

し

て

い

る
｡

そ

し

て

こ

の

二

つ

の

側
面
が

し
っ

く
り

融
和
し

て

い

な
い

と

こ

ろ
に

左

右
田

哲
学
の

独

特
の

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

る
｡

多

少
の

解

釈
を

試
み

て

み

よ

う
｡

｢

独

り

生

れ
､

独

り

死

ん

で

行
く
+

人

間
が

､

博

士

の

い

う

｢

価
値

そ

の

も
の
+

の

前
に

た

た

さ

れ
､

そ

の

実
現
に

努
め

る

も

の

と

し
て

受
け

取
ら

れ

て

い

る

な

ら

ば
､

博

士

の

説

く

と

こ

ろ

は
､

西

欧
の

近

代
精
神
と

な

ん

ら

異
な
る

と

こ

ろ

は

な
い

｡

し
か

し

そ

う
で

あ

れ

ば
､

文

化

創
造
の

仕
事
を

通

し
て

人
と

人

と
の

結

合
が

形
づ

く

ら
れ

､

そ

こ

に

た

く

ま

し
い

社

会

倫
理

が

培

わ

れ

る

は

ず
で

あ

る
｡

｢

神
に

於
て

す
ら

其
の

最

後
の

休
止

点

を

与
へ

得

ぬ
+

と

強
調

す
る

博
士

は
､

ま
さ

に

そ

の

よ

う
な

境
地

を

望
ん

で

い

る

よ

う
に

み

え

る
｡

し
か

し

そ

れ

な

ら

｢

人

間
其
の

も
の

は

淋

し
い

独

自
の

も
の

で

あ

る
+

と
い

っ

た

感
懐
を

あ

え
て

生

ま
の

か

た

ち
で

学
循

論
文
の

な
か

に

書
き

記
す
こ

と

も

な

い

で

は

な

い

か
｡

そ

う
い

う
感

懐
が

残
さ

れ

る

と
こ

ろ
に

､

博
士
が

そ

の

｢

文

化

主

義
+

の

提
唱

以

来
つ

づ

け
た

学
問
的

努
力
に

た

い

し
て

の

懐

疑
が

あ

ら

わ

れ

て

い

る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

ヰ
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左

右
田

博
士

は

そ

の

｢

文

化

主

義
+

の

提

唱

に

あ

た
っ

て
､

｢

文

化
主

義
+

と
い

っ

た

人

生

観
を

体

得
し

た

と

思

わ

れ

る

人
の

事
例
を

日

本

社

会
の

う

ち
に

求
め

て
､

乃

木
将

軍
の

殉
死

と

松
井

須
磨
子
の

情
死

を

あ

げ
て

い

る
｡

す

な

わ

ち

｢

文

化

の

『

イ

デ

ー
』

に

殉
じ

た

る

意
味
に

於
て

は

乃

木
将
軍
の

殉
死

も
､

之
に

対

す
る

乃

木
夫

人
の

死

も
､

将
又

松
井
須
磨
子
の

情
死

も

当

さ

に

最

高
の

人

生

美
を

発
揚
し

た

も
の

と
い

ふ

べ

く
､

個
人

人

格
の

絶
対

的
主

張
と

し
て

､

其
の

行
為
自
身
の

天
下

に

及

ぼ

す

影

響
等
の

批

判
は

別
と

し
て

､

…

…

余
は

等
し

く

皆
此

等
の

行

為
に

対

し
て

限

(

4
)

り

な

き

尊
敬
の

意
を

表
せ

ざ

る

を

得

な

い
+

と

書
い

て

い

る

の

だ
｡

｢

文

化

主

義
+

を

実
践
し

た

事
例
と

し

て
､

博

士

が

｢

死
+

を

あ

げ
た

こ

と

は

あ
る

い

は

偶
然
で

あ

る

か

も

知
れ

な
い

｡

し
か

し

示

唆
に

富
ん

で

い

る

と
い

わ

な
い

わ

け

に

い

か

な
い

｡

日

本
社

会
で

は

｢

個
人

人

蒋
の

絶
対

的
主

張
+

が

た

だ

｢

死
+

に

お

い

て

の

み

実
証

さ

れ

る

と

す
れ

ば
､

｢

文
化

主

義
+

は

そ

の

挫

折
が

予

定
さ

れ

て

い

た

と

も

言
え

よ

う
｡

文

化

主

義
が

日

本
社

会
に

西

欧

型
の

生

活
様

式
の

外
形
の

輸
入

の

か

た

ち
で

浸
透
し

始
め

る

と
､

左

右
田

博
士

が

こ

れ

に

反

撥
を

覚
え

､

｢

個
人

人

格
の

絶
対

主

張
+

を

強
調
し

､

し

だ

い

に

そ

の

孤
独

観
を

吐

露
す
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

｢

花
の

都
を

見

す
て

～

帰

細

る

雁
+

は
､

文

化

使
命
を

抱
い

て

帰
っ

て

き

た

が
､

日

本
の

社

会

の

現

実
の

う
ご

き
の

前
に

､

｢

孤
磨
+

の

淋
し

さ

に

悩

む

よ

う
に

な
っ

た

の

だ
｡

な
お

｢

凝
限

概

念
の

哲
学
+

の

展
開
の

う
ち
に

そ

の

孤

独

を

乗
り

こ

え
る

道
を

求
め

て

い

た

が
､

そ

の

｢

哲
学
+

は

し
ょ

せ

ん

｢

花
の

都
+

へ

の

回

想
に

つ

ら

な

る

も
の

で
､

日

本
の

現

実
に

生

き
る

も
の

で

は

な
か

っ

た
｡

こ

う
い

う
左

右
田

博
士

に

と
っ

て

西

田

哲
学
の

展
開
は

複
購
な

感
懐
を

呼
び

起
こ

し

た

よ

う
で

あ

る
｡

西

田

幾
多
郎
博
士
は

､

長

年
に

わ

た

る

西

欧
の

近

代
哲
学
の

研

究
の

末
､

ギ

リ

シ

ャ

哲
学
と

東
洋

哲
学
の

総
合
の

う
え

に
､

日

本
人
の

生

き
か

た

に

な
じ

み

易

い

哲
学

体

系
を

建
設
し

た
｡

左

右
田

博
士

は
こ

の

西
田

哲
学
の

成

立
に

た

い

し
て

｢

泰
西
の

文
物

を

入

れ

て

既
に

数
十

年
､

今
に

し

て

漸
く

一

西
田

博
士

を

得
た

事
は

我
が

哲
学
界
の

為
め

に

誠
に

慶

(

5
)

幸
と

い

は

ね

ば

な
ら

な
い
+

と

し

な
が

ら

も
､

こ

の

西
田

哲
学
の

主

張
が

近

代
合
理

主

義
の

精
神
と

背
馳
し

､

と

く
に

み

ず
か

ら

が

そ

の

味
得
に

努
力

し
て

い

た

人

椅
主

義
と

相

容
れ

な
い

ぁ
の

が

あ

る

と

考
え
て

か
､

｢

西
田

哲
学
の

方

法
に

就
い

て
+

(

大
正

一

五

年
)

と
い

う
批
判
論
文
を

書
い

た
｡

そ

し
て

西
田

哲
学
が

許
し

が

た

い

形
而
上

学
的

越
権
を

犯

し

た

も
の

と

し

て
､

疑

問

を

呈

し

て

い

3

る
｡

こ

れ

に

た

い

し
て

西

田

博
士

は

｢

左

右
田

博

士

に

答
ふ
+

由
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(

昭

和
二

年
)

を

も
っ

て

応

じ

た
｡

西
田

博
士

は

そ

の

論
文

を

｢

私

の

如
き

は

日

暮
れ

て

途
遠
き

も
の

､

博
士
の

好
意
に

報
ず
る

所
以

の

も
の

を

知
ら

な
い

が
､

希
く
ぼ

我

学
界

､

千

金

死

馬
の

骨
を

買

(

8
)

は

ん

と

せ

ら

れ

る

博
士
の

志
を

空

く
せ

ざ

ら

ん

こ

と

を
+

と

結
ん

で
､

左

右

田

博
士
の

批
判
に

礼
を

つ

く

し
て

は
い

る

が
､

そ

の

批

判
に

た
い

す
る

回

答
は

痛
烈
な
も

の

が

あ
っ

た
｡

左

右
田

博
士
の

批
判
は

西

欧
の

新
カ

ン

ト

派
の

哲
学
的

視
点
に

た
っ

た

も
の

で
､

そ

の

｢

質
問
に

対

し
て

は
､

私
は

答
ふ

る

所

を

知
ら

な
い
+

と

突

き

は

な

し
て

い

る
｡

西

田

博
士
は

そ

の

哲
学
体

系
に

た

い

し

て

揺

ぎ

な
い

確
信
を

示

し
て

い

る
｡

左

右
田

博
士

が

日

本
の

文

化

主

義

が

西

欧
の

文

物
の

輸
入
に

終

始
し

て

い

る

の

に

反

撥
し

､

人

格
主

義
の

精
神
を

日

本
の

風
土
の

う
ち

に

根
づ

か

せ

よ

う
と

努
力

し

て

い

た

の

を

思

う

と

き
､

そ

の

西
田

批

判
の

､

こ

と

き

も

新
カ

ン

ト

派

の

哲
学
に

全

面

的
に

依
存
し

た

う
え

で

な

さ

れ

た

も

の

だ

と

い

っ

た

反

批
判
を

西
田

博
士
か

ら

聞
か

さ

れ

た

こ

と

は
､

博
士
に

と
っ

舶
.

A
▲

て

は

耐
え

が

た

い

も
の

が

あ
.

っ

た

ろ

う
｡

左

右
田

博
士

は

｢

西

田

哲
学
の

方

法
に

就
い

て
+

が

発
表
さ

れ

た

翌

年
､

こ

の

世

を

去
っ

て

い

っ

た
｡

博
士
が

帰
国

以

来
哲
学
研

究
に

傾
け

た

十
五

年
の

精
進
を

も
っ

て

買
い

え

た

も
の

は

な
ん

で

あ
っ

た

か
｡

｢

死

馬
の

骨
+

か
､

そ

れ

と

も

孤
雁
の

孤
独

観
か

｡

あ

え
て

答
え

る

ま
で

も

あ

る

ま
い

｡
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