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は
じ
め
に

　
本
論
文
は
、
西
田
が
「
自
己
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
思
索
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
た
か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
西
田
哲
学

を
、
個
別
的
「
自
己
」
の
自
由
を
基
礎
づ
け
る
実
践
哲
学
（
倫
理
学
）
を

志
向
し
て
行
っ
た
哲
学
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
西
田
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
言
及
し
て
「
自
己
」
に
つ
い
て
の
議
論
を

行
っ
て
い
る
論
文
は
、
一
九
〇
七
年
に
著
し
た
「
自
覚
主
義
」
が
最
初
で

あ
り
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
時
を
置
い
て
、「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定

と
い
ふ
も
の
」「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」（
共
に
一
九
三
一
年
）、
及
び

「
実
践
哲
学
序
論
」「
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
（
実
践
哲
学
序
論
補

説
）」（
共
に
一
九
四
〇
年
）
が
あ
る
。
西
田
は
こ
れ
ら
の
論
文
で
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
を
、「
自
己
」
の
あ
り
方
を
徹
底
的
に
考
究
し
た
思
想
家
と
し

て
扱
っ
て
い
る
。

　
本
論
文
で
は
一
九
四
〇
年
の
二
論
文
に
つ
い
て
の
考
察
は
割
愛
し
て
、

一
九
〇
七
年
と
一
九
三
一
年
の
三
論
文
に
お
け
る
「
自
己
」
論
を
中
心
に

論
じ
る
。
ま
ず
第
一
節
と
第
二
節
で
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
前
期
西
田
に

お
け
る
「
自
己
」
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る）

1
（

。
そ
し
て
第
三
節
で
、
中

期
の
一
九
三
一
年
に
西
田
が
著
し
た
二
論
文
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

受
容
と
「
自
己
」
概
念
の
基
礎
づ
け
、
及
び
そ
の
基
礎
づ
け
を
取
り
巻
く

問
題
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
自
己
」

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
死
に
至
る
病
（D

ie Krankheit zum
 Tode

）』

（
一
八
四
九
年
）
の
冒
頭
に
お
い
て
、
人
間
を
根
本
的
に
「
自
己
（das 

Selbst
）」
と
し
て
規
定
す
る）

2
（

。
そ
の
後
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
自
己

は
無
限
性
と
有
限
性
と
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
総
合
は
一

つ
の
関
係
で
あ
っ
て
、
し
か
も
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ

〈
研
究
論
文
３
〉
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遍
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ら
個
別
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│
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ェ
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ー
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と
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自
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」
に
つ
い
て
の
思
索

│
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っ
た
、
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
批
判
し
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

「
個
別
に
つ
い
て
の
肝
要
な
点
は
、
普
遍
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
、
即

ち
拒
絶
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る）

7
（

。
こ
の
よ
う
に
彼
の
「
自
己
」
論
に

お
い
て
は
、「
自
己
」
に
お
け
る
「
普
遍
」
と
「
個
別
」
と
の
矛
盾
対
立

が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
前
期
西
田
に
お
け
る
「
自
己
」

　
西
田
の
処
女
作
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
年
）
は
、
第
四
高
等
学
校

（
四
高
）
在
職
時
代
に
書
か
れ
た
原
稿
が
基
と
な
っ
て
い
る
（
1
・
6
））

8
（

。

四
高
在
職
時
、
西
田
は
当
時
の
西
洋
倫
理
学
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て
い

た
。
そ
の
不
満
と
は
、
友
人
の
鈴
木
大
拙
宛
の
手
紙
に
一
九
〇
二
年
に
記

し
て
い
た
よ
う
に
、「
今
の
西
洋
の
倫
理
学
と
い
ふ
者
は
全
く
知
識
的
研

究
に
し
て
　
議
論
は
精
密
てマ

マ

あ
る
かマ
マ

人
心
の
深
きsoul-experience

に

着
目
す
る
者
一
も
あ
る
な
し
　
全
く
自
己
の
脚
根
下
を
忘
却
し
去
る
」

（
19
・
63
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
西
田
は
「
余
は
今
の
倫
理
学
者
かマ

マ

学
問
的
研
究
を
後
に
し
先
つマ
マ

古
来
の
偉
人
かマ
マ

大
な
るsoul-experience

に
つ
き
て
其
意
義
を
研
究
せ
ん
こ
と
を
望
む
　
是
即
倫
理
の
事
実
的
研
究

な
り
」（ibid.

）
と
述
べ
て
、
既
存
の
倫
理
学
に
対
す
る
自
ら
の
問
題
意

識
を
告
白
し
て
い
た
。

　
西
田
は
こ
の
よ
う
な
、「
自
己
の
脚
根
下
」
に
着
目
し
た
「
倫
理
の
事

実
的
研
究
」
の
一
つ
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
見
出
し
た
。
西
田
は
デ
ン
マ

ー
ク
の
哲
学
者
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
（H

arald H
øffding

）
の
独
訳
版
『
心

理
学
（Psychologie in U

m
rissen auf G

rundlage der Erfahrung

）』

れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
っ
て
、
自
由
（Freiheit

）
で
あ
る）

3
（

」
と

説
明
し
、「
自
己
の
発
展
と
は
、
自
己
の
無
限
化
に
お
い
て
無
限
に
自
己

自
身
か
ら
離
れ
て
行
き
、
そ
し
て
自
己
の
有
限
化
に
お
い
て
無
限
に
自
己

自
身
へ
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

4
（

」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
有
限
な
「
自
己
」
が
、
自
ら

を
離
れ
て
無
限
者
、
即
ち
神
へ
と
向
か
い
、
そ
の
後
で
自
身
へ
と
再
び
還

帰
し
、
自
ら
を
取
り
戻
し
て
（w

iederholen

）「
自
由
」
に
な
る
「
反
復

（W
iederholung

）」
の
運
動
と
し
て
「
自
己
の
発
展
」
を
想
定
し
て
い

る
）
5
（

。
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
た
、『
不
安
の
概
念
（D
er Begriff der 

A
ngst

）』（
一
八
四
四
年
）
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
自
己
」
と
は
ま
さ
に
、
普
遍
（das Allgem
eine

）
が
個
別
（das 

Einzelne

）
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
意
味
す
る
。
個
別

と
い
う
概
念
が
与
え
ら
れ
て
初
め
て
、
自
己
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
無
数
の

「
自
己
」
が
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
な
る
学
問
も
、

そ
の
よ
う
な
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
を
、
全
く
普
遍
的
に
語
る
こ
と

し
か
で
き
な
い）

6
（

。

　
つ
ま
り
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
「
自
己
」
に
は
普
遍
的
な
面
と
個
別

的
な
面
と
の
両
方
が
あ
り
、
し
か
も
後
者
が
前
者
に
止
揚
さ
れ
て
解
消
す

る
こ
と
な
く
、
両
者
は
互
い
に
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て
対
立
し
た
ま
ま
に

と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
自
己
」
に
お

け
る
矛
盾
対
立
を
従
来
の
学
問
は
普
遍
化
し
て
語
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
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そ
し
て
西
田
は
「
こ
の
統
一
力
即
ち
自
己
は
何
処
よ
り
来
る
か
と
い
ふ

に
、
つ
ま
り
実
在
統
一
力
の
発
現
で
あ
つ
て
、
即
ち
永
久
不
変
の
力
で
あ

る
。
我
々
の
自
己
は
常
に
創
造
的
で
自
由
で
無
限
の
活
動
と
感
ぜ
ら
る
ゝ

の
は
此
為
で
あ
る
」（
1
・
75
）
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
小
坂
国
継
氏

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）
11
（

、
西
田
は
「
個
人
あ
つ
て
経
験
あ
る
に
あ
ら
ず
、

経
験
あ
つ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
、
個
人
的
区
別
よ
り
経
験
が
根
本
的
で

あ
る
と
い
ふ
考
」（
1
・
6
│

7
）
に
基
づ
い
て
、
個
人
的
経
験
を
普
遍
的

経
験
か
ら
峻
別
し
な
か
っ
た
。
西
田
は
「
個
人
的
経
験
と
は
経
験
の
中
に

於
て
限
ら
れ
し
経
験
の
特
殊
な
る
一
小
範
囲
に
す
ぎ
な
い
」（
1
・
24
）

と
述
べ
て
お
り
、
個
人
的
経
験
は
普
遍
的
経
験
の
一
発
展
形
態
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。

三
　
中
期
西
田
の
「
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
」

　
本
節
で
は
、
西
田
が
一
九
三
一
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
雑
誌
『
思

想
』
に
連
載
し
た
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」
以

降
、
幾
度
か
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
に
注
目

し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。
西
田
は
同
論
文
で
、「
絶

対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
の
は
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の

如
き
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
非
合
理
な
る
も
の
の
合
理

化
と
し
て
先
づ
感
官
的
と
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
5
・
110
）
と
述
べ

て
い
る
。「
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
及
び
「
先
づ
感
官
的
」

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
同
論
文
の
始
め
で
西
田
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
一
八
八
七
年
）
を
一
八
九
二
年
に
購
入
し
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
既
に
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
名
前
を
知
っ
て
い
た）

9
（

。
同
書
に
は
「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

に
と
っ
て
は
「
反
復
」
の
可
能
性
が
倫
理
学
的
根
本
問
題
で
あ
る
」
と
い

う
記
述
が
見
ら
れ
る）
10
（

。
  

そ
し
て
西
田
は
一
九
〇
七
年
一
一
月
に
論
文
「
自
覚
主
義
」
を
発
表
し
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
名
前
に
初
め
て
触
れ
て
い
る
。
西
田
は
同
論
文
で

「
自
覚
と
い
ふ
こ
と
は
昔
印
度
の
賢
聖
の
い
つ
た
様
に
自
己
を
知
り
諦
き

ら
め
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
自
己
の
要
求
を
見
出
す
と
い
ふ
意
味
で
あ

る
」（
11
・
77
）
と
定
義
し
た
後
で
、「
此
の
主
義
の
先
鋒
キ
ー
ル
ケ
ガ
ー

ル
ド
の
如
き
は
個
人
の
生
存
に
関
す
る
知
識
を
の
み
真
の
知
識
と
し
た
」

（
11
・
78
）
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
に
と
っ
て
、「
自
己
の
脚
根
下
」
に
着

目
し
た
「
倫
理
の
事
実
的
研
究
」
と
は
、
こ
の
「
自
覚
」
＝
「
自
己
の
要

求
を
見
出
す
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

　『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
西
田
は
「
自
己
」
を
定
義
し
て
い
る
。「
真
理

を
知
る
と
か
之
に
従
ふ
と
か
い
ふ
の
は
、
自
己
の
経
験
を
統
一
す
る
の
謂

で
あ
る
、
小
な
る
統
一
よ
り
大
な
る
統
一
へ
す
ゝ
む
の
で
あ
る
」（
１
・

27
）
と
述
べ
た
後
で
、「
而
し
て
我
々
の
真
正
な
る
自
己
は
此
統
一
作
用

其
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
理
を
知
る
と
い
ふ
の
は
大
な
る
統
一
に
す
ゝ

む
の
で
あ
る
、
大
な
る
自
己
の
実
現
で
あ
る
」（ibid.

）
と
言
い
、「
自
己
」

を
、
真
理
を
追
求
す
る
人
間
の
経
験
の
統
一
作
用
そ
の
も
の
と
し
て
定
義

し
て
い
る
。
つ
ま
り
西
田
に
と
っ
て
「
自
己
」
と
は
、
自
ら
の
経
験
の
統

一
作
用
の
要
求
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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を
見
る
」
こ
と
で
あ
る
。「
絶
対
無
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
自
己
無
化
」

と
い
う
「
限
定
」
の
行
わ
れ
る
「
場
所
」
の
こ
と
で
あ
り
、
相
対
的
な
特

定
の
「
有
」
及
び
「
無
」
す
べ
て
を
超
越
か
つ
包
含
す
る
よ
う
な
「
場
所
」

で
あ
る
。

　
ま
た
「
限
定
」
と
い
う
作
用
に
つ
い
て
西
田
は
「
そ
こ
に
は
絶
対
の
非

合
理
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
5
・
115
│

116
）
と
指
摘
す
る
。
続
け
て

西
田
は
「
自
己
に
於
て
自
己
を
非
合
理
的
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
合

理
化
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
ふ
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
5
・
116
）
と

説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
、「
限
定
」
と
は
絶
対
的
な
「
非
合
理
性
」

と
い
う
否
定
性
を
媒
介
に
し
て
「
合
理
化
」
す
る
作
用
で
あ
る
と
説
明
す

る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
非
合
理
性
」
の
媒
介
作
用
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
に
と
っ
て
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（
逆
説
）
で
あ
っ
た
。

　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
は
具
体
的
に
は
、

神
が
人
間
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
な
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
出
来
事
を

指
し
、
神
の
受
肉
と
い
う
こ
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
「
悟
性

（Verstand

）」
が
出
会
う
と
こ
ろ
と
し
て
「
信
仰
（G

laube

）」
と
い
う

場
が
想
定
さ
れ
て
い
る）
13
（

。「
信
仰
」
と
は
特
定
の
出
来
事
を
見
聞
き
す
る

こ
と
、
即
ち
感
官
（
感
覚
器
官
）
を
介
し
て
知
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
こ

の
こ
と
は
西
田
に
お
け
る
「
直
覚
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
西
田
は
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』（
一
九
三
〇
年
）
の
第

五
論
文
「
直
覚
的
知
識
」（
一
九
二
九
年
）
に
お
い
て
、「
直
覚
す
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
に
於
て
あ
る
も
の
を
直
に
知
る
と
云
ふ
こ
と
で

　
私
の
絶
対
無
と
い
ふ
の
は
単
に
何
物
も
な
い
と
い
ふ
意
味
で
は
な

い
。
我
々
の
自
覚
と
い
ふ
の
は
自
己
が
自
己
に
於
て
見
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
、
而
も
自
己
と
し
て
何
物
か
が
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

は
真
の
自
己
で
は
な
い
、
自
己
自
身
が
見
ら
れ
な
く
な
る
時
、
即
ち

無
に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
真
の
自
己
を

見
る
の
で
あ
る
、
即
ち
真
に
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。（
5
・
93
）

　「
自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
」
と
は
、
先
述
し
た
「
自
覚
」
の

定
義
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
自
己
に
於
て
」

と
い
う
場
所
性
が
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
西
田
は
「
知
る
我
と
、

知
ら
れ
る
我
と
、
我
が
我
を
知
る
場
所
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
で

あ
る
」（
3
・
350
）
と
、『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』（
一
九
二
七
年
）

の
第
四
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」（
一
九
二
四
年
）
に
お
い
て
既
に

記
し
て
い
た
。
こ
こ
で
西
田
が
言
う
「
我
が
我
を
知
る
場
所
」
と
は
、「
知

る
我
」
と
「
知
ら
れ
る
我
」
の
両
方
を
超
越
し
て
い
る
が
、
同
時
に
両
者

を
包
含
す
る
よ
う
な
、
最
も
根
底
的
な
場
の
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
『
働

く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
第
七
論
文
「
場
所
」（
一
九
二
六
年
）
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
真
の
無
の
立
場
」（
3
・
425
）
に
つ
い
て
詳
述

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
場
所
」
の
論
理
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
認
識

論
に
対
抗
し
て
提
示
さ
れ
た
、
一
種
の
認
識
論
で
あ
る）
12
（

。

　
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」
に
お
い
て
は
、「
場

所
」
の
論
理
に
基
づ
い
て
、「
自
覚
」
の
徹
底
的
な
基
礎
づ
け
が
試
み
ら

れ
て
い
る
。
西
田
の
言
う
「
自
覚
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
「
自
己
」
を
「
無
に
し
て
」、「
自
己
が
自
己
に
於
て
」「
真
の
自
己
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の
に
罪
悪
の
意
味
が
あ
り
、
無
限
の
不
安
が
あ
る
」（
5
・
119
│

120
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言

述
の
意
味
は
、
最
初
は
無
垢
で
あ
る
人
間
に
お
い
て
「
無
（N

ichts

）」

が
「
不
安
（Angst

）」
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
が
「
自
由
の

可
能
性
（M

öglichkeit der Freiheit

）」
を
意
識
し
た
「
精
神
（G

eist

）」

と
し
て
規
定
さ
れ
、
善
悪
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
り
、
罪
性

（Sündigkeit

）
を
持
つ
に
至
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る）
14
（

。

　
続
け
て
西
田
は
「
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
ふ
如
き
も

の
は
、
そ
れ
は
深
い
宗
教
的
事
実
な
る
と
共
に
、
我
々
の
客
観
的
知
識
と

考
へ
る
も
の
の
根
柢
も
此
に
あ
る
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
」（
5
・
122
）

と
説
明
す
る
。
西
田
か
ら
見
れ
ば
、
神
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る

受
肉
は
、
主
観
的
な
宗
教
的
事
実
の
基
盤
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的

知
識
の
基
盤
に
も
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
両
者
と

も
、
先
述
し
た
「
直
覚
」
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　「
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
」
と
い
う
概
念
は
、
西
田
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
受
容
と
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
支
え
る
場
と
し
て
の
「
信
仰
」
と
い
う
、
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
個
人
的
で
し
か
な
い
経
験
に
着
想
を
得
て
、

そ
れ
を
「
自
覚
」
の
立
場
か
ら
普
遍
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
西
田
は
、
個
人
の
「
信
仰
」
と
い
う
場
を
生
み
出
す
も
の
と
し

て
、
普
遍
的
な
「
自
己
」
の
存
在
を
考
え
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
「
自
己
」

の
発
展
形
態
と
し
て
個
々
の
「
信
仰
」
を
考
え
て
い
た
。
西
田
に
お
い
て

は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
主
観
と
客
観
の

あ
る
、
対
象
が
自
己
に
内
在
的
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」

（
4
・
151
）
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
自
己
が
自
己
自
身
を
知
る
と
云

ふ
こ
と
が
直
覚
の
根
本
的
意
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ibid.

）。「
直

覚
」
は
「
自
覚
」
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
西
田
は
「
絶
対
無

の
自
覚
的
限
定
」
を
「
先
づ
感
官
的
」
と
表
現
し
て
い
る
。
西
田
は
そ
の

後
で
、
次
の
よ
う
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
述
べ
て
い

る
。

　
そ
の
根
柢
が
合
理
的
な
る
が
故
に
弁
証
法
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す

る
の
で
は
な
く
、
非
合
理
的
な
る
が
故
に
弁
証
法
と
い
ふ
も
の
が
成

立
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
各
の
人
は
各
自
の
自
己
の
根
柢
に
於

て
か
ゝ
る
絶
対
無
の
自
覚
そ
の
も
の
に
接
し
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が

で
き
る
、
即
ち
神
に
接
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

「
死
病
」（『
死
に
至
る
病
』
―
引
用
者
注
）
に
於
て
、
我
々
の
自
己

と
い
ふ
の
は
自
己
自
身
に
関
係
し
、
此
関
係
に
於
て
自
己
を
他
に
関

係
す
る
関
係
で
あ
る
、
そ
れ
で
人
は
失
望
し
て
自
己
が
自
己
た
ら
ざ

る
こ
と
を
欲
す
る
と
共
に
、
失
望
し
て
自
己
が
自
己
た
る
こ
と
を
欲

す
る
、
人
は
死
病
に
か
ゝ
つ
て
居
る
の
で
あ
る
と
云
つ
て
居
る
。

（
5
・
118
）

　
上
記
引
用
文
に
お
け
る
西
田
の
『
死
に
至
る
病
』
の
理
解
は
、

verzw
ifelt

（
絶
望
し
て
）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
が
「
失
望
し
て
」
と
誤
訳

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
正
確
な
も
の
で
あ
る
。
西
田
は
さ
ら
に

「
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
云
ふ
如
く
そ
こ
に
我
々
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
他
に
関
係
す
る
自
己
と
し
て
、
自
己
自
身
の
存
在
そ
の
も
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ら
な
い
、
単
に
身
体
的
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
真
の
自
己
で
は
な

い
。（
中
略
）
我
々
の
自
己
の
底
に
単
に
身
体
と
い
ふ
も
の
を
考
へ

る
な
ら
ば
、
自
己
と
い
ふ
如
き
も
の
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
み
な
ら

ず
、
我
々
が
単
な
る
身
体
的
欲
求
に
従
ふ
こ
と
は
却
つ
て
我
々
の
自

己
を
否
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。（
5
・
318
│

319
）

　
西
田
は
人
間
の
「
自
己
」
を
、「
身
体
的
自
己
」
と
「
人
格
的
自
己
」

と
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
を
根
源
的
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る

の
だ
が
、
前
者
は
後
者
に
「
昇
華
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
真
の
自
己
」

た
り
う
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
西
田
は
、
こ
の
身
体
と
い
う
有
限

性
に
制
約
さ
れ
た
「
人
格
的
自
己
」
と
い
う
側
面
に
着
目
し
た
結
果
、
そ

れ
ま
で
の
議
論
の
前
提
と
し
て
き
た
普
遍
的
「
自
己
」
の
存
在
を
強
く
打

ち
出
す
こ
と
を
差
し
控
え
る
よ
う
に
な
る
。
西
田
は
同
論
文
に
お
い
て
続

け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
我
々
の
人
格
的
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
何
処
ま
で
も
個
物
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
般
的
な
る
自
己
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。

我
の
自
己
の
底
に
は
何
処
ま
で
も
非
合
理
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

自
由
意
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
人
格
的
自
己
と
考
へ
ら

れ
る
も
の
は
何
処
ま
で
も
非
合
理
的
な
る
と
共
に
、
合
理
的
と
考
へ

ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
5
・
319
）

  
西
田
は
「
非
合
理
性
」
と
い
う
否
定
性
を
自
由
意
志
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
。
こ
の
自
由
意
志
は
、
一
九
一
八
年
の
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と

反
省
』
で
は
、「
記
憶
の
立
場
即
ち
表
象
の
立
場
」
及
び
「
思
惟
の
立
場
」

よ
り
も
「
大
な
る
立
場
」
で
あ
る
「
意
志
の
立
場
」
に
お
い
て
「
自
由
に

対
立
、
及
び
個
別
的
「
自
己
」
と
普
遍
的
「
自
己
」
の
対
立
は
存
在
し
な

い
。
そ
し
て
西
田
は
こ
の
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も

の
」
の
時
点
で
は
、「
個
別
」
と
し
て
の
「
自
己
」
の
側
面
を
ま
だ
強
く

打
ち
出
し
て
い
な
か
っ
た
。　
　

　
西
田
は
、
こ
の
論
文
の
続
編
と
し
て
同
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
論
文

「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
で
も
、
こ
の
「
自
己
」
が
ど
の
よ
う
に
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
さ
ら
に
考
究
し
て
行
く
。
西
田
は
同
論
文
で

「
か
ゝ
る
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
何
処
に
如
何
な
る
関
係
に
於
て
あ

る
も
の
で
あ
ら
う
か
」（
5
・
150
）
と
問
い
か
け
て
、「
愛
」
の
例
を
取
り

上
げ
る
。
西
田
は
「
愛
に
於
て
は
、
我
々
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
自
己
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
、
死
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
の
で

あ
る
、
愛
は
非
合
理
的
な
る
も
の
の
合
理
化
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
」

（
5
・
181
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
自
己
否
定
」
な
い
し
「
自
己
限
定
」

と
い
う
弁
証
法
的
作
用
は
「
自
覚
」
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、「
愛
」
に

お
い
て
も
同
様
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
西
田
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
愛
」
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
翌
年
の
論
文
「
自
愛
と
他
愛
及
び

弁
証
法
」（
一
九
三
二
年
二
・
三
月
発
表
）
及
び
「
私
と
汝
」（
一
九
三
二

年
七
・
九
月
）
に
お
い
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
の
論
文

に
お
い
て
西
田
は
、「
人
格
と
は
昇
華
せ
ら
れ
た
身
体
に
外
な
ら
な
い
」

（
5
・
211
）
と
述
べ
、
人
格
よ
り
も
身
体
を
根
源
的
な
も
の
と
見
て
い
る
。

　
し
か
し
西
田
は
後
者
の
論
文
「
私
と
汝
」
に
お
い
て
、「
自
己
」
と
そ

の
欲
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

　
我
々
の
真
の
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
人
格
的
で
な
け
れ
ば
な
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の
よ
う
に
「
真
の
愛
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。

　
真
の
愛
と
は
絶
対
の
他
に
於
て
私
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
私
が
私
自
身
に
死
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
汝
に

於
て
生
き
る
と
い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
自
身
の
底
に

絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
す
な
わ
ち
汝
を
見
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
私
が
私
で
あ
る
と
い
ふ
私
の
所
謂
絶
対
無
の
自
覚
と
考
へ
ら

れ
る
も
の
は
、
そ
の
根
柢
に
於
て
愛
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
5
・
328
）

　
西
田
は
論
文
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
に
お
い
て
、「
ケ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
云
ふ
如
く
真
の
愛
は
義
務
で
あ
り
、
良
心
の
こ
と
で
あ
る
と
云
ふ

こ
と
が
で
き
る
」（
5
・
181
）
と
述
べ
て
い
た
。
西
田
に
よ
れ
ば
「
真
の
愛
」

と
は
、「
私
が
私
自
身
に
死
す
る
」
行
為
、
つ
ま
り
「
自
己
無
化
」
に
よ

っ
て
「
汝
に
生
き
る
」
と
い
う
「
他
愛
」
で
あ
る
。
西
田
は
、
こ
の
「
私

と
汝
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
そ
の
題
名
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
自

覚
」
の
あ
り
方
を
普
遍
的
に
問
う
認
識
論
か
ら
、
個
別
的
「
自
己
」
と
「
絶

対
の
他
」
が
「
自
己
の
底
」
に
お
い
て
互
い
に
い
か
に
関
わ
る
か
を
問
う

実
践
哲
学
へ
と
重
点
を
移
し
て
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
し
て
西
田
の
根
本
的
問
題
意
識
は
最
後
に
触
れ
た
よ
う
に
、
個
別
的

「
自
己
」
の
自
由
意
志
の
基
礎
づ
け
で
あ
っ
た
。
西
田
は
『
一
般
者
の
自

覚
的
体
系
』
の
第
七
論
文
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」（
一
九
二
九
年
）
に

お
い
て
も
「
絶
対
無
の
自
覚
が
深
く
な
れ
ば
な
る
程
、
各
人
の
自
己
は
各

人
の
自
己
と
し
て
自
由
に
行
為
す
る
の
で
あ
る
」（
4
・
326
）
と
述
べ
て

い
た
。
西
田
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
両
者
は
、「
自
己
」
の
自
由
を
志
向

実
在
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
こ
ろ
の
手
段
と
し
て
普
遍
的
「
自

己
」
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
（
2
・
207
）。
し
か
し
こ
の
論
文
「
私

と
汝
」
に
至
っ
て
西
田
は
、
自
由
意
志
は
身
体
性
に
制
約
さ
れ
た
個
別
的

「
自
己
」
に
お
い
て
こ
そ
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
人
間
の

「
自
己
」
を
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
個
別
的
な
も
の
と
し
て
扱

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
述
し
た
「
か
ゝ
る
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
何
処
に
如

何
な
る
関
係
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
」（
5
・
150
）
と
い
う
西
田

の
問
い
に
立
ち
返
ろ
う
。
彼
は
「
何
処
ま
で
も
自
己
の
底
に
自
己
を
基
礎

付
け
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
汝
と
い
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
5
・
325
）
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
こ
の
「
汝
」
を
定
義
す
る
。

　
汝
は
絶
対
に
私
か
ら
独
立
す
る
も
の
、
私
の
外
に
あ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
も
私
は
汝
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て

私
で
あ
り
、
汝
は
私
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
汝
で
あ
る
。

汝
を
し
て
汝
た
ら
し
め
る
も
の
は
私
で
あ
り
、
私
を
し
て
私
た
ら
し

め
る
も
の
は
汝
で
あ
る
。（
中
略
）
我
々
の
自
己
の
底
に
絶
対
の
他

と
し
て
汝
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
我
々
の
自
覚
的

限
定
と
考
へ
る
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。（
5
・
323
│

324
）

  

西
田
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
っ

た
「
非
合
理
性
」
と
い
う
否
定
性
を
媒
介
に
し
て
「
合
理
化
」
す
る
「
限

定
」
作
用
を
、
個
々
の
人
格
の
自
由
意
志
に
よ
る
働
き
と
し
て
見
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
私
」
＝
「
自
己
」
と
「
汝
」
＝
「
絶
対
の
他
」
が

「
自
己
の
底
」
に
お
い
て
相
互
に
「
限
定
」
し
合
う
関
係
を
、
西
田
は
次
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　（
14
）Kierkegaard, D

er Begriff der A
ngst, G

W
, Bd. 5, S. 32ff. 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
不
安
」
の
概
念
は
、
究
極
的
に
は
、
ア
ダ
ム
の
「
原
罪

（Erbsünde

）」、
即
ち
彼
が
、
神
に
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
認
識
の
果

実
を
食
べ
た
と
い
う
、『
創
世
記
』
の
出
来
事
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

（
き
の
せ
・
こ
う
た
、
哲
学
・
ド
イ
ツ
思
想
史
、
東
京
大
学
大
学
院

博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
）

し
て
い
た
点
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　（
1
）
本
論
文
で
は
西
田
哲
学
の
時
期
区
分
を
次
の
よ
う
に
行
う
。
即
ち
、
処
女
作

『
善
の
研
究
』
刊
行
ま
で
（
一
八
七
〇
│

一
九
一
一
年
）
を
前
期
、『
善
の
研
究
』

刊
行
後
か
ら
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
刊
行
ま
で
（
一
九
一
二
│

三
二
年
）
を
中
期
、

『
無
の
自
覚
的
限
定
』
刊
行
後
か
ら
死
没
ま
で
（
一
九
三
三
│

四
五
年
）
を
後
期

と
す
る
。

　（
2
）
西
田
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
レ
ン
プ
フ
（Chris-

toph Schre m
pf

）
ら
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
の
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ィ
ー
デ
リ
ヒ
ス

（Eugen D
iederichs

）
社
版
の
著
作
集
（G

esam
m
elte W

erke

＝G
W

）
を
読

ん
だ
た
め
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
引
用
は
同
版
に
拠
る
。Kierkegaard, D

ie 
Krankheit zum

 Tode, G
W
, Bd. 8, Jena 1924, S. 10.

　（
3
）Ibid., S. 26.

　（
4
）Ibid., S. 27. 

　（
5
）Kierkegaard, Furcht und Zittern / W

iederholung, G
W
, Bd. 3, Jena 

1923, S. 199.

　（
6
）Kierkegaard, D

er Begriff der A
ngst, G

W
, Bd. 5, Jena 1923, S. 74.

　（
7
）Ibid., S. 75, Anm

.

　（
8
）
西
田
の
著
作
は
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
全
二
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二

│

〇
九
年
）
か
ら
引
用
し
、
引
用
文
の
最
後
に
（
巻
数
・
頁
数
）
と
い
う
形
で
引

用
箇
所
を
示
す
。

　（
9
）
北
野
裕
通
「
大
西
祝
と
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
『
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』」、『
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
第
一
七
号
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
協
会
、
一
九
八
七
年
、
二
一
頁
。

　（
10
）H

øffding, Psychologie in U
m
rissen auf G

rundlage der Erfahrung, 
Fues’ Verlag, Leipzig 1887, S. 355.

　（
11
）
小
坂
国
継
『
西
田
幾
多
郎
の
思
想
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
一

一
四
頁
。

　（
12
）
同
書
、
一
五
八
頁
。

　（
13
）Kierkegaard, Philosophische Brocken, G

W
, Bd. 6, Jena 1925, S. 51ff.


