
（

特
集
「
大
正

・
昭

和
期

に
お
け
る
西
洋
思

想
の
受
容
と
反
応
」
２
〉

人
　
　

格
　
　

主
　
　

義

阿
　
部
　
次
　
郎

阿
部
次
郎

は
大
正
時
代

を
代
表
す
る
哲
学
者
の
ひ

と
り

で
あ
る
。
で

は
大

正
期

と
は
い

か
な

る
時
代
で
あ

つヽ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
木
順
三
の
『
現
代

史
へ
の
試
み
』

を
見

る

と
、
「
修
養
に

代

っ
て

現

は
れ

来

た

知
識
階
級
の

『
教
養
』
と
い
う
新
し
い
概
念
…
…
」
と
い
う
一
文
に
出
会
う
。
つ
ま
り
唐

木

は
「
修
養

」
と
「

教
養

」
と
の
一
字
違

い
の
言
葉

を
も
っ
て
、
明

治
か
ら

大
正

へ
の
思
想
史

的
転
換

を
「
修
養

か
ら
教
養

へ
」
と
し
て
と
ら
え

て
い

る
。

そ
し
て
同
時

に
大
正

教
養
派

の
形
成
過
程

を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
い
ま
こ

こ
で
形
成
過

程
に
つ
い
て
ふ
れ
る
余

裕
は
な
い
が
、
そ
の
唐
木

の
指
摘
す

る

と
こ

ろ
を
ふ
ま
え

な

が
ら
、
明
治

と
大
正

と
の
違

い
を
私

な
り
に
整
理
し

て

み
よ
う
。
明
治
時
代
は
、
(
1
)
全
体
的
に
啓
蒙
期
と
い
え
る
。
そ
し
て
客
観
主

義
も

し
く
は
現
実
主
義
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
哲
学

に
お
い
て
は
、
現
実

の

生
活
を
ふ
ま
え
た
実
証
主
義
、
唯
物
論
、
進
化
論
が
主
流
で
あ
っ
た
。
(
2
)
西

欧
哲
学

の
受
容
時
代
、
当

然
の
こ

と
な
が
ら
伝
統
思
想
と
外
来
思
想
と
の
問

伊
　
藤
　
友
　
信

題
が
生
じ
た
。
(
3
)
哲
学
は
政
治
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
外
面
的
で
政
治

に
従
属
し
て
い

た
。
こ
れ
に
対

し
て
大
正

時
代

は
ど
う
で

あ
っ
た
の
で

あ
ろ

う
か
。
(
1
)
主
観
主
義
も
し
く
は
理
想
主
義
、
も
ち
ろ
ん
明
治
の
後
半
期
は
ド

イ
ツ
哲
学
受
容

の
影
響

か
ら
、
観
念
論
的
理
想
主
義
の
哲
学

が
盛

ん
で
あ
っ

た
が
。
(
2
)
西
欧
哲
学
の
受
容
に
つ
い
て
は
明
治
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
受

容
の
姿
勢

が
変
化

し
た
。
選
択
的
・
批
判
的
に
教
養
と
し
て
の
哲
学
を
受
容

し
つ
つ
、
自
分
の
哲
学
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(
3
)
哲
学
と
政
治
と
は

離
反

し
た
。
そ
し
て
哲
学

は
内
面
化
し
て
い

っ
た
。

こ

の
大
正

時
代
の
哲
学
者

が
阿
部
次
郎
で
あ

る
。
そ
し
て
日
本

に
お
け
る

最
初

の
人

格
主
義
の
哲
学
運
動

は
こ
の
阿
部
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
「
感
情

移
入

的
人
格
主
義
」
の
テ
オ
ド

ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
を
範

と

し

て

い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
。

さ
て
阿
部
は
幸
福
な
ひ
と
で

あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
上
に
述

べ
た



よ
う
な
大
正
時
代

に
よ
り

よ
く
マ
ッ
チ
し
た
思
想

家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

大
正

教
養
主
義
時
代

、
い
い
か
え

れ
ば
大
正

デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
い
わ
れ
る
人

道
主
義
、
自
由
主
義
の
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う
な
阿
部
で
あ
っ
た
。
明
治
は

強

く
、
大
正

は
弱
い

と
い
わ
れ
る
が
、
あ
え

て
い
え

ば
、
阿
部
は
弱
い
イ
メ

ー
ジ
の
つ
き
ま
と
う
善
良

な
人
物

で
あ
っ
た
。
上
山
春
平
氏

は
、
『
日

本

の

思
想
―
土
着
と
欧
化
の
系
譜
―
』
の
中
で
、
「
阿
部
次
郎
と
大
正
教
養
主
義
」

を
論
じ
て
、
そ
こ
で
上
山
氏

は
『
三

太
郎

の
日
記
』

を
貫

い
て
い
る
も
の
は

「
弱
者
の
哲
学
」

で
あ
る
と
い

う
。
弱
者

の
哲
学

と
い
う
発

想
は
、
い
か
に

も
阿
部
と
大
正
期
と

が
重

な
り
あ

う
考
で

あ
っ
て
卓
見

で
あ
ろ
う
。
上
山

氏

は
「
俺
は
偉

く
も
強
く
も
な
い
。
…
…
此
小

つ
ぽ
け
な
、

ケ
チ

な
弱
虫

の
俺

…
…
」
「
俺
は
偉
く
も
な
く
強
く
も
な
い
事
実
を
恥
と
す
る
、
併
し
決
し
て

此

自
覚
を
恥

と
し

な
い
。
…
…
」
「
僕

は
自
分
の
つ
ま
ら
な
い
者

で
あ

る

こ

と
を
忘

れ
た
く
な
い
。
併
し
自
分
の

つ
ま
ら
な
い
こ
と
さ
へ
知
ら

ぬ
者

に
比

べ
れ
ば
僕
等

は
何

と
云

ふ
幸
な
日
の
下
に
生

れ
た
こ

と
で
あ

ろ
う
。
此

差
は

ソ
ク
ラ
テ

ス
と
愚
人

と
の
差
で
あ
る
。
此
事

を
誇
と
し
な
い
で
、
又

何
を
誇

と
し
よ
う
ぞ
」

と
い
う
『
三
太
郎
の
日
記
』

の
一
節

を
引
用

し
な
が
ら
、
阿

部

の
弱
者
の

哲
学

ぶ
り
を
掘
り
さ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
上
山
氏

は
こ
こ
で
、

阿
部
が
知
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
自
負
を
あ
か
ら
さ
ま
に
前
提
と
し
て
い
る

こ

と
に
注
目
し
て
い

る
。
が
、
私

に
は
そ
の
こ
と
は

さ
ほ

ど
気
に

な
ら
ず

、

阿
部

の
き
ざ

っ
ぽ

さ
も
考
え

ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
阿
部
の
思
想
の
特
質

と

し
て

と
ら
え

た
い

。
そ
れ
よ
り

も
「
弱

者
の
哲
学
」

か
ら
出
発

す
る
阿
部

独
自

の
人
格
主
義

に
こ

そ
深

く
興

味
を
い
だ
く
の
で
あ
る
。

汝
自
身
を
知

る
こ

と
か
ら
無
知
の
知

を
自
覚
し
、
そ
こ

か
ら
反
省
的
・
内

省
的
な
人
格
主
義

が
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
阿
部
は

「
誠
実
」
を
尽
く
し
て
み
ず
か
ら
を
顧
み
た

。「
誠
実
の
深
さ
も
ま
た

人

格

の
深
さ
と
始
終
す
る
」
（
『
三
太
郎
の
日
記
―
自
序
―
』
）
姿
勢
を
く
ず
さ
な
か
っ

た
。で

は
こ
う
し
た
阿
部
の
人
格
主
義

は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
ッ
プ
ス
を
手
本
に
し
て
い
る
阿
部
の
人
格
主

義
は
明
ら
か
に
リ
ッ
プ
ス
的
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
心
理
学
者
で
あ

る
リ

ッ
プ
ス
は
、
意
識
体
験
の
学

と
し
て
の
心
理
学

を
確
立
し
た
。
一
言
で

い
え
ば
、
「
意
識
は
自
我
の
意
識
―
―
個
人
我
の
中
に
生
起
す
る
意
識
体
験

―
―
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
る
か
ら
『
自
己
観
察
』
（
内
省
）
に
よ
っ
て
直

接
把
握

さ
れ
る
経
験

科
学

で
あ
る

、」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

み

る

と
、
阿
部

の
人

格
主
義
が
内
省
的
・
自
己
観
察
的
で
あ
る
の
は
当
然

で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
か
り
に
リ
ッ
プ
ス
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

阿
部

の
体
質

や
気
質

か
ら
生
ず
る
も
の
は
内
省
的
人
格
主
義
で
あ
っ
た
か
も

知

れ
な
い

。

さ
て
こ
こ

で
、
阿
部
の
人

格
主
義
の
特
徴
を
考
え
る
に
先

き
だ
っ
て
人
格

主
義

に
つ
い

て
簡
単

に
考
察

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

の
時
間

は
な
い
。

た
だ
「

ペ
ル
ソ
ナ
」

と
か
キ
リ
ス
ト
教

で
は
「
位
格
」

と
い

う
概
念

が
「
人

格
」

を
意
味
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
十
世
紀

に
入

っ
て

か
ら
で
あ
る
と

い
う
点
を
お

さ
え
て

お
き

た
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
よ

っ
て
発
見

さ
れ
た
の
は

人
格
で
は
な
く
自
我
（
自
己
）
で
あ
っ
た
。
自
我
と
い

う
個
体
の
発
見
で
あ



つ
て
、
人
格

の
発
見

は
そ

の
後

の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
自
我
と
人
格
と
の
関

係

は
ど
う

み
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
自
我

は
内
的

に

直
接
的

に
体

験
さ
れ
る
も

の
で
、
自
己
で
あ
る
。
そ
れ

が
何
で
あ
る

か
と
い

う
の

で
は
な
く
体
験

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
人
格

は
、

体
験

を
越
え
て
理
念
と
理
想
と
を
問
題

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ひ

と
つ
の
言

葉

を
借
り

る
な
ら
ば
、
「
人
格
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
最
も
高
貴

に

し

て

完
全
な
も
の
」
（
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

（
三
嶋
唯
義
『
人
格
主
義
の
思
想
』
を
参
照
し
教
え
ら
れ
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
）
。

と
こ
ろ
で
阿
部
は
、
自

我
と
人
格
と

を
明
瞭

に
区
別

し
て
考

え
て
は
い
な

か
っ
た
。
た
だ
明
治
の
哲
学
に

お
い
て

は
、
高
山
樗
牛

の
ニ
ー
チ

ェ
的
個
人

主
義

や
綱
島
梁
川

の
グ
リ
ー
ン
的
自
我
実
現
説

を
経
て
阿
部
の
人

格
主
義
に

進
展

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で

は
自
我
説

か
ら
人
格
主
義

へ
と
区

別

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
阿
部

の
人
格

主
義
は
感
情
移
入

的
人

格
主
義
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
「
誠
実
」

を
も

っ
て
他

を
み
る
。
他
人

と
の
誠
実
な
交
わ
り

を
す
る
。
自
分

の
善
意
志

を
無

制
約
的
に
拡
大
し
つ
つ
、
こ
れ
を
最
良
絶
対

と
し
て
相
手
（
他
人
）
に
投
影
す
る
。
い
わ
ば
性
善
説
的
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

た
え
ず
相
手

を
「
信
頼
」

す
る
。
交
わ

る
相
手

を
善

と
し
な
け
れ

ば
阿
部

の

人
格
主
義
は
成
立
し
な
い
。
信
頼
の
情
は
、
ロ
マ
ン
的
美
意
識
に
さ
さ
え
ら

れ

る
理
想

主
義

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
人
格
の
中
に
「
当
為
」

と
し

て
形
成

さ
れ
た
人
間
的
善

の
理
想
型
を
相
手
に
投
影
す
る
倫
理
学
で
あ

っ
た

と
も
い

え
よ
う
。
こ

う
し
た
倫
理
的
感
情
移
入
の
人
格
主
義

は
、

ま
さ
に
楽

観
主
義
的
理
想
主
義
と
な
る
。
阿
部
は
『
人

格
主
義
』
の

中

で
、「

人
格
主

義
と
は
理
想
主
義
の
内
容
を
更
に
立
ち
入

っ
て
規
定
し
た
」
言
葉
で
あ
る
と

い
う
。
さ
ら
に
理
想
主
義
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て

い

る
。
「
そ
れ
は
言

葉

通
り
に
、
理
想
を
指
導
原
理
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
思
想

と
生
活

と
を
律
し
て
行

か
う
と
す
る
主
義
で
あ
る
」
と
し

、「
理
想
成
立
の
順
序

は
ど
う
あ

っ
て
も
、

そ

れ
が
一
度
理
想
と
し
て
確
立
す

る
や
、
こ
れ
に
現

実
を
命
令
し
支
配
す
る

権
威

を
与
へ
て
、
こ
の
理
想

を
生
活
原
理
と
せ
ん
と
す

る
情

熱
で

あ

る

。」

と
い
う
。
阿
部

は
情
熱
的

に
現
実

を
生
く
る
理
想
主
義
者
で

あ
っ
た
。
こ
の

と
き

の
「
理
想
」

と
は
、

ま
さ
し
く
「
当
為
」
と
し
て
形
成

さ
れ
た
理
想
・

理
念
で
あ

る
か
ら
、
事
実

と
し
て

の
現
実
に
適
用

す
る
と
問
題

が
生
ず

る
。

つ

ま
り
理
想
と
現
実

と
の
問
題

の
中
で
戦
い
が
生
ず
る
の
で

あ
る
。
阿
部

が

「

理
想
主
義
の
生
活

は
戦

の
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
許

さ
れ

る
で
あ
ろ

う
」

と
い

う
の

が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
れ

が
阿
部
の
現
実
生
活

に
お
け
る
苦
悩

で

あ
り

、
苦
悶
で

あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
阿
部
の
理
想
主
義

は
、
現
実
主
義

に
対
立

す
る
理
想

主
義

と
い
う
一
般
的
な
理
想
主
義
で
は
な
く
、
現

実
生
活

に
根
を
お
ろ
し
た
理
想

主
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
情
熱
的
に
生
き

て
理
想

を
現
実
に
実
現
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
実
現
さ
れ
た
結

果

の
い
か
な
る
も
の
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
実
現

の
意
志

が
た
え
ず
問
わ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。「

新
し
い
情
熱
は
常
に
新

し
い
哲
学
を
要

求
せ
ず

に

は

ゐ
ら
れ
な
い
」

生
活
で
あ

っ
た

。『
三
太
郎

の
日
記
』
を
貫
い
て
い
る

阿

部

の
人
格
主
義
・
理
想
主
義

と
は
そ

う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

阿
部
三
四

歳
（
一
九
一
六
）
の

と
き
、「
自
分

の

私
見
を
混
入

す

る

こ

と



を

避

け

て

、

ひ

た

す

ら

リ

ッ

プ

ス

の

思

想

と

情

熱

と

感

激

と

を

生

か

そ

う

と

し

」

て

著

わ

し

た

『

倫

理

学

の

根

本

問

題

』

を

か

わ

き

り

に

、

一

九

二

〇

年

三

八

歳

の

阿

部

は

、

満

洲

、

韓

国

に

ま

で

渡

り

阿

部

独

自

の

人

格

主

義

の

思

想

運

動

を

実

践

し

た

。

こ

の

記

録

を

も

と

に

し

て

『

人

格

主

義

の

思

潮

』

（

一

九

二

一

年

）

を

ま

と

め

た

が

、

そ

れ

は

彼

の

人

格

主

義

を

説

き

つ

つ

、

当

時

い
ま
一
つ
の
大
き
な
思
潮
で
あ
っ
た
社
会
主
義
に
自
分
の
思
想
が
対
置
す
る

こ
と
を
鮮
明
に
し
た
書
で
あ
っ
た
。
一
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
人
格
主
義
』

と

い

う

阿

部

の

主

著

は

、

『

人

格

主

義

の

思

潮

』

を

基

調

と

し

た

も

の

で

あ

っ

た

。

「

人

格

主

義

と

は

か

く

の

ご

と

き

人

格

の

成

長

と

発

展

と

に

至

上

の

価
値
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
当
然
に
物
質
主
義
と
正
反

対

の

立

場

」

に

立

つ

と

い

う

。

阿

部

の

物

質

と

精

神

と

に

対

す

る

価

値

観

が

こ

こ

に

提

起

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

当

然

の

こ

と

な

が

ら

物

質

観

の

線

上

に

社

会

主

義

が

考

え

ら

れ

て

い

る

。

弱

者

の

人

格

主

義

・

理

想

主

義

者

の

阿

部

は

、

物
質
・
富
豪
―
権
力
者
―
強
者
、
そ
し
て
強
者
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
連
続
し

て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
と
ら
え
て
批
判
す
る

の

で

あ

る

。

阿

部

の

こ

う

し

た

社

会

主

義

批

判

は

、

竹

内

仁

に

よ

っ

て

直

ち

に

批

判

さ

れ

た

。

そ

の

点

に

つ

い

て

は

船

山

信

一

氏

『

大

正

哲

学

史

の

研

究

』

、

峰

島

旭

雄

氏

「

大

正

期

に

お

け

る

倫

理

・

宗

教

思

想

の

展

開

―

阿

部

次

郎

の

人

格

主

義

」

に

詳

し

い

の

で

、

こ

こ

で

は

割

愛

す

る

。

（

こ

の

小

論

は

阿

部

の

人

格

主

義

に

つ

い

て

の

略

述

で

、

ほ

と

ん

ど

学

会

発

表

の

ま

ま

で

あ

る

。

「

大

正

・

昭

和

期

に

お

け

る

西

洋

思

想

の

受

容

と

反

応

」

と

い

う

統

一

テ

ー

マ

か

ら

は

大

い

に

不

足

し

た

小

論

で

あ

る

が

、

そ

の

点

に

つ

い

て

は

他

の
場
で
考
え
た
い
。）

（
い
と
う
・
と
も
の
ぶ
、
倫
理
思
想
史
、
芝
浦
工
業
大
学
教
授
）
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