
〈
特
集
「
大
正
・
昭
和
期
に
お
け
る
西
洋
思

想
の
受

容
と
反

応
」

３
〉

近
代
日
本
に
お
け
る
実
存
主
義
の
系
譜

―
―
田
　
辺
　
　
元

河
　
波
　
　
　

昌

と

こ

ろ

で

田

辺

に

お
け

る

実

存

主
義

的

な

哲

学

へ

の

傾
向

の
要
因

と

し

て

は

、

青

少

年

期

よ

り

の
父

か

ら

禅

籍
（
『
碧
嫩
録
』
）
等

を
与

え

ら

れ

て

い

た

こ

と

な

ど

に

よ

る

仏

教

的

感

化

（

仏
教

は
そ

れ

自

体

実

存

主

義

的

契
機

を
有

す

る

も

の

で

あ

る

）
、

ド

イ

ツ

滞

在

期

に

お

け

る

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー
か

ら

の

影

響

、

そ

し

て

又

西

田

幾

多

郎

の

哲

学

か

ら

の
測

り
知

れ

な
い

大

き

な

精

神

的

な

影

響

等

が
予

想

さ

れ

る
の

で

あ

る

。

そ

し

て

か

か

る

傾
向

が
や

が
て
西

洋

に

お

げ

る

実

存

主

義

の
勃

興

に
触

発

さ

れ

、

そ

れ

に

媒

介

さ

れ
て

田

辺

自
身

の

実

存

思

想

の
展

開

が

な

さ

れ

る
に

い

た

る

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ
で

か

か

る
田

辺

に

お
け

る
西

洋

的

実

存

主

義

の
受

容

、
更

に

は

そ

れ

と
の

対

決

は
、

ほ

ぼ
昭

和

十

年

代

の

初

め

頃

か
ら

本

格

的

に
開

始

せ

ら

れ

る

よ

う
に

な

る
。

そ

し

て

そ

の
内

容

は

『

哲
学

研

究

』

に

お

い

て
「

実

存

哲

学

の

限

界

」
（

昭
和
十

三
年
）
、
「

実

存

概

念

の
展

開

」
（

昭
和
十
六
年
）
（

前

者

に

お

い

て

は

ヤ

ス

パ

ー

ス

が
論

究

さ
れ

、

後
者

に

お

い

て

す
で

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ

８１

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
実
存
主
義
の
影
響
を
受
け
て
、
日
本
に

お
い
て
も

積
極

的
に
独

自
の
実
存
主
義
的
な
思
想
の
展
開
が
見
ら
れ

る
。
そ
の
一
つ
の

典
型

と
し
て
田
辺
元

の
哲
学
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
に

お
い
て
は
、

単

に
西
欧

的
実
存
主
義
の
紹
介
や
受
容
、
な
い
し
そ
の
解
説
等

に
と
ど
ま
ら

ず
、

む
し
ろ
そ
れ
を
不
可

欠
の
媒
介
と
し
、
そ
れ
と
呼
応
対
決
し

つ
つ
も
、

か
え

っ
て
東
洋
的
な
い
し
大
乗
仏
教
的
な
基
盤
に
立

っ
て
、
そ
こ

か
ら

の
実

存
思

想
の
積
極
的
な
展
開

が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
田
辺
の
哲
学

自
体

は
き
わ

め
て
広
汎

な
内
容

を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ

に
は
数
理
科

学

哲
学
か
ら
歴
史
哲
学
更

に
は
社
会
存
在
の
学
た

る
種

の
論
理
等

の
広
域

に

わ
た
る
の
で
あ
る

が
、
そ

れ
ら

が
常
に
人
間
の
主
体
的

な
実
存

の
立
場

と
関

わ
り

あ
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
又
究
極
的
に
は
そ
の
哲
学

の
内
容

の
全
体

が

後
期

（
『
懺
悔
道
の
哲
学
』
昭
和
二
十
年
頃
以
降
）
の
実
存
主
義
的
立
場

へ
と

収

斂
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。



―
と
の
対
決
が
見
ら
れ
る
）
等
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
又
そ
れ
と
前
後
し
て

京

都
大
学

に
お
け
る
特
講

と
し
て

「
実
存

哲
学
対

現
実
哲
学
」
（
昭
和
十
四
年
、

内
容
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
と
田
辺
の
種
の
論
理
と
の
対
決
が
主
題
）
、

「
実
存

の
超
越
性

と
内
在
性
」
（
昭
和
十
六
年
度
）
が
な
さ
れ
て

お

り
、
又

昭

和
十
三
年
前
後
頃

の
演
習

が
キ

ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
等
に
集
中

し
て
い

る
点

か
ら

も
そ

の
こ

と
を
知

る
こ

と
が
で
き

る
。

そ
し
て
か
か
る
段

階
を
経
て
や

が
て

「
懴
悔
道

の
哲
学
」
に
い
た

っ
て
、
か
れ
自
身

の
真

の
意
味
で
の
実
存
主
義

的
な
哲
学

が
展
開

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
す
で
に
昭
和
十

年
前
後
に
は
確
立
し
て
い
た
か
れ
の
哲
学
の
中
核
概
念
た
る
絶
対
弁
証
法
や

絶
対

媒
介
等
の
思
想
も
、
「
懴
悔
道

の
哲
学
」
以
降
の
立
場
か
ら
見
れ

ば

な

お
単

な
る
論
理
的
な
転
換

で
し

か
な
か
っ
た
も
の

が
、
そ
れ
ら
が
今
や
行

的

な
実
存

的
な
立
場

で
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
な
ら
ぬ

哲
学
」

と
し
て

、
積
極
的

に
実
存

主
義

的
な
思
考

が
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
（
か
く
て
昭
和
二
十
年
前
後
以

降
没

年
に
至

る
ま
で

は

典

型

的

な
実
存
的

な
哲
学
の
時
代

と
考

え
ら

れ
る
が
、
な
お
そ
こ
に
は
そ
の
経
過

に

お
い
て
実
存
概
念
の

ニ
ュ
ア

ン
ス
の
相
違

が
見

ら
れ
、
昭
和
二
十
年
代

の

前
半

が
懴
悔
道
の
実
践
の
上
か
ら
実
存

が
捉
え
ら

れ
て
い

る
の
に
対
し
、
二

十
年
代
後
半
以
降
は
死
（
あ
る
い
は
生
死
）
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
基
本
的
な
構
造

に
お
い
て
そ
の
全
体
を
通

じ
て
田
辺
自
身
の
不
変
的
な
一
貫
性
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

と
こ
ろ
で
田
辺
の
哲
学
の
根
底
に
は
、
田
辺
独
自
の
哲
学
的
概
念
た
る

「
絶
対
無
」
「
絶
対
弁
証
法
」
　「
絶
対

媒
介
」
の
三
・
一
的
と
も
い
う

べ・
き

一
貫
し
た
構
造
が
考
え
ら
れ
、
が
れ
る
構
造
の
上
に
田
辺
の
実
存
思
想
の
展

開

が
見

ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
か
か

る
実
存
と
は
、
有
即
無
た
る
絶
対

媒
介
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
空
有
」
（
全
集
９
―
一
九
二
頁
）
と

よ
ば
れ
、
又
「
死
復
活
行
為
の
実
存
」
（
1
3
―
五
九
一
頁
）
等
と
称
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
実
存
の
論
理
、
す
な
わ
ち

弁
証
法

の
論
理

の
展
開
に

は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
有
の
弁

証
法

を
徹

底

し
、
更

に
そ
れ

を
も
突
破
せ
ん
と
す
る
東
洋
的

な
無
な
い
し
般

若
空
の
実

践

の
立
場

を
予
想
せ
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
西

欧
的
な
弁
証
法

に

吸
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
即
し
つ
つ
そ
れ
を
完
遂
突
破
せ
ん
と
す
る

田

辺
の
哲
学
的
思
惟
の
源
泉

に
は
、

か
か

る
大
乗
仏
教
の
実
践
哲
学

が
存
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
田
辺
の
論
理
の
契
機
と

な
っ
て
い
る
絶
対

媒
介

の
論
理
に

は
、
仏
教
自
体
の
根
本
原
理
た
る
縁
起
の

思
想
が
不
可

分
的

に
関

わ
り

あ
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
絶
対

媒
介

と
は
、
い

か
な
る
存
在
も

直
接
態
の
ま
ま
で
は
前
提

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す

べ
て

は
相
互
に
媒
介
せ
ら
れ
て
（
い
わ
ゆ
る
縁
起
的

に
）
存
在
す

る
こ

と
を
意
味
し
、
（
か
か
る
意
味
で

ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対

精

神

等
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
媒
介
と
し
つ
つ
も
精
神
そ
れ
自
体
は
無
媒
介
的
な

有

の
立
場
に

と
ど
ま

っ
て
い
る
の
に
対

し
）
、
田
辺
の
絶
対
媒
介

の
立

場

で

は
、
あ
ら
ゆ

る
存
在
（
し
た
が
っ
て
神
や
絶
対
精
神
等
を
も
含

む
）

の
成
立

の
契
機

ぼ
、
そ
れ
ら
自
体
の
存
在

の
外
に

お
か
れ
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
存

在
は
み
ず
か
ら
成

立
に
お
い
て
自
己
否
定
的
な
契
機
を
も
つ

の
で
あ
る
。
ま

さ
に
か
か
る
存
在
に
お
け
る
有
即
無
の
構
造
が
縁
起
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な



い

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
「
媒
介
と

は
、
一
方

が
他
方
に
従
属

す

る
関

係
で
は
な
い
。
双
方

が
夫

々
自
立
し
な

が
ら
而

も
か
え

っ
て
そ
の
自

立

が
対

立
的
他
者
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
関
係
で
あ

る
…
…
実

は
媒
介
こ

そ

弁
証
法
の
核
心
を
な
す
」
（
９
―
二
四
八
頁
）
等
の
田
辺
の
言
か
ら
も
理
解
さ

れ
る
。
こ
の

よ
う
な
絶
対

媒
介
の
立
場
こ

そ
絶
対
無

に
ほ
か
な
ら
ず
、

ま
さ

に
そ
こ
に

お
い
て
始

め
て
実
存

の
行
為
的

主
体

と
し
て
の
人
間

的
自
由
の
立

場

が
限
り

な
く
主
張
せ
ら
れ
う
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
田
辺
に
お
け
る
実

存
の
最
大
関
心

事
と
は
人
間

の
自

由
の
立
場

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
一
貫
し

た
主
張

が
伝
統

的
な
西
欧

に
お
け
る
有
神

論
的
な
神
や
形

而
上
学
的
有
の
立

場

を
無

へ
と
転
換
変
貌
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
又
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
真
の
自
由
の
主
体
と
し
て
の
真
の
人
間
的
実
存
の
立
場
が

確
立

せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
た

と
え
ば
田
辺

に
と
っ
て
終
生
最
大
関
心
事
の
一
つ
で
あ

っ
た
キ
リ

ス
ト
教

に
つ
い
て
も
、

そ
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
そ
れ
の
有
す
る
有
神
論
的
性
格
を
「
絶
対
媒
介

的
自
己

否
定

と
し
て

の
無
」

へ
と
転
ず

べ
き
こ

と
を
論

じ
る

の

で

あ

る
。

（
1
0
―
一
一
頁
）
こ
の
よ
う
に
田
辺
に
お
い
て
無
こ
そ
絶
対
的
自
由
と
し
て
の

実
存
の
根
拠

と
な
る
も
の
な
の
で

あ
る
。

と
こ

ろ
で
又

、
か
か
る
縁
起
論

的
と
も
い
え
る
田
辺
の
絶
対

媒
介
の
論
理

は
、
近
代
西
欧

哲
学
に
お
け
る
主
な
る
動

向
と
な
っ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
、
単

に
神
や
世
界
と
対
立
し
て
み
ず
か
ら
の
主
観
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｋ
ｔ
の
う
ち
に
立
て
籠
る

ご

と
き
近

代
主
観
主
義
的
な
人
間
中

心
主
義
的
な
立
場

を
超
出
し
て
い
る
。

す

な
わ
ち
有
即
無
と
し
て
の
媒
介
論
的
構
造
に
お
い
て
、
す
で
に
た
と
え
ば

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
に
お
け
る
u
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
の
立
場
と
軌

を
一
に
す
る
方
向
に
お
い
て
最
初
か
ら
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
超
出
が
遂

行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
そ
し
て
む
し
ろ
田
辺
に
お
け
る
徹
底
し
た
無

の

立

場

か
ら

見

れ

ば
、

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

の

存

在

Ｓ
ｅ
ｉｎ

す

ら

も

が
な

お
有

の

残

滓

の

存

す

る
こ

と

を
指

摘

し

、

そ

れ

を

批

判

す

る

の

で

あ

る
）

そ

し

て

又

ま

さ

に

か

か

る
構

造

に

お

い
て

田

辺

の

実

存

が

自

同

的

な
実

体

と
し

て

の

有

的

存

在

で

は
な

く

、

む

し

ろ

か

か

る
構

造

自

体

に

お
い

て

限
り

な

く

無

＝

神

に
向

か

っ

て
開

か

れ

て
い

る
宗

教

的

実

存

と

し

て

の

展

望

を
有

す

る

と
共

に

、

又

世

界

（
社

会

）

に
向

か

っ
て

も

限

り

な

く

開

か
れ

て

い

る

と
こ

ろ

の
実

存

で

も
あ

る

の

で

あ

る

。
そ

の
場

合

世

界

と
は

、

歴

史

的

現
実

の
世

界

に
ほ

か

な

ら
ず

、

ま

さ

に

か

か

る
点

に

お

い
て

田

辺

の

マ

ル
ク

ス

主
義

と

の
不
可

分

の

密
接

な

関
係

が
成

立

す

る

の

で
あ

る
。

す

で

に

田

辺

は

当
時

に

お

い

て

、
「
突

飛

と
も

思

わ

れ

る
」

キ

ェ

ル
ケ

ゴ

ー

ル
と

マ

ル

ク

ス

と
の

綜

合

を

意
図

し

て

い

た

が

、
そ

の
内

容

は

現

時
点

に

お

い
て

よ

り

明

瞭

に
そ

の

問

題

の

核

心

が

あ

ら

わ

な

ら

し

め
ら

れ

て

い

る

と

い

え

よ

う

。
そ

し

て
実

存

の
立

場

に
立

て

ば
人

間

的
実

存

を
媒

介

と

し

な

い

マ

ル

ク

ス

主
義

は

虚
妄

と

い
う

ほ

か
は

な

く

、

究

極

的

に
人

間

の
自

由

の

自

覚

に
そ

の
核

心

を

お
く

実

存

主

義

が

マ

ル

ク

ス
主

義

の

単

な

る

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

う

ち

に
解

消

さ

れ

る
危

険

性

を
指

摘

す

る

と
共

に

、

又
他

方

マ

ル

ク

ス

主

義

を

媒

介

と

し

な

い
単

な

る
実

存

主

義

が
抽

象

化

、

観

念

化

せ

し

め
ら

れ

、

観

念

論

哲
学

以

上

に
観

念

論
化

せ

し

め
ら

れ

る
危

険

性

を

も
説

く

の
で

あ

る
。

か

く

て

か

れ

に

お

い

て

は

実
存

主
義

と

マ

ル

ク

ス
主

義

と
の
両

者

が
無

を
介



し
て
媒
介
統
一
さ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
９
―
三
九
四
頁
）
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ

に
古
来
形
而
上
学

に
お
け
る
三
契

機
た
る
神
、
人

間
、
世

界

の
三
者

の
相
互

媒
介
を
通
じ
て
、
ま
さ
に
か
か
る
か
か
わ
り
の
中

で
田
辺

の
実
存
主
義
の
限
り

な
き
展
望
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
最

晩
年
の
田

辺
は
全
面
的
に
褝
に
傾
倒
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー
と
の
対
決

を
試
み

る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
こ
で
は
絶
対
無
即
愛
、
実

存
協
同

等
の
思
想

が
展
開
さ
れ
、
ま

さ
に
か
か
る
内
容
を
具
現
す
る
主
体

と

し
て
菩
薩
道
が
説

か
れ
る
よ
う
に

な
る
。
田
辺
に
と
っ
て
も
恐
ら
く
こ
の
菩

薩
の
理
念
こ
そ
が
東
洋
的
基
盤
に
立
つ
人
間
の
真
の
実
存
を
開
示

す
る
も

の

と
し
て
捉
え

ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

田

辺
の
哲
学
の
特

色
は
、
東
西

両
洋
に
わ
た
る
広
汎
な
哲
学
思
想
を
探
究

し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
吸
収

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
え

っ
て
そ

れ

ら

を
限
り
な
く
媒
介
と
し
つ
つ
、

ど
こ
ま
で
も
み
ず
か
ら
自
身

の
哲
学

を
展

開
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る

が
、
今

や
東
西
両
洋

が
全
面
的
に
出
会

い
、
思
想

文
化
の
上
に
お
い
て
も
そ

の
綜
合

が
不
可
欠
の
課
題
と

な
っ
て
い

る
現
今

、

か
か
る
田
辺
の
哲
学
自
体

が
、

極
め
て

重
要

な
媒
介

と
し
て
の

役
割

な
い
し

意
義

を
も
つ
も
の

と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
れ
が
田
辺

の
実
存
的

思
惟

の
中

に
も
集
約
的

に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。

（
か
わ
な
み

・
あ
き
ら
、
宗

教
哲
学

、
東
洋

大
学
教
授
）
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