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本
書
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
哲
学
史
の
著
作
で
あ
る
。
哲
学
の

分
野
と
し
て
も
、
世
界
観
、
人
間
論
、
自
然
哲
学
、
倫
理
学
、
価
値

論
、
認
識
論
な
ど
、
な
る
べ
く
全
体
に
わ
た
る
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て

い
る
。
本
書
は
支
配
と
抑
圧
の
時
代
状
況
と
当
時
の
哲
学
の
関
わ
り

を
つ
ね
に
視
野
に
入
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
、
唯
物
論
的
な
批
判
的

観
点
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
唯
物
論
か
ら
の
西
洋
哲
学
史
の
著

作
と
い
え
ば
、か
つ
て
玉
井
茂
『
西
洋
哲
学
史
』
上
・
下
（
青
木
書
店
）

な
ど
が
あ
る
が
、
本
書
は
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
哲
学
史
を
展
開
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
著
者
が
な
み

な
み
な
ら
ぬ
力
量
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
だ
が
と
く

に
、
著
者
は
倫
理
学
が
専
門
で
あ
る
の
で
、
そ
の
方
面
が
充
実
し
て

い
る
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
史
の
著
作
で
は
あ
る
が
、
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
東
洋
思
想
や
宮
沢
賢
治
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
て
、
そ
れ

も
ま
た
面
白
い
。
だ
が
、
哲
学
史
を
書
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
フ

ラ
ン
ス
哲
学
を
専
門
と
し
な
が
ら
も
、
哲
学
史
全
体
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
た
氏
の
や
る
気
を
讃
え
た
い
。
男
女
同
権
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
ラ

バ
ー
ル
『
両
性
平
等
論
』
に
つ
い
て
な
ど
、
評
者
は
本
書
の
多
く
の

箇
所
で
、
有
益
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

書評

　

ま
た
過
去
の
哲
学
者
た
ち
が
現
代
的
観
点
か
ら
ど
う
評
価
さ
れ
る

か
が
、
著
者
の
視
点
か
ら
大
胆
か
つ
率
直
に
描
か
れ
る
の
で
、
こ
の

点
で
も
興
味
深
い
。「
偏
る
こ
と
を
恐
れ
る
な
」
と
い
う
の
が
、
著

者
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
の
で
あ
る
。
本
書
は
、「
初
期
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」

か
ら
古
代
・
中
世
哲
学
ま
で
に
九
〇
頁
、「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
宗
教

改
革
」「
デ
カ
ル
ト
」
か
ら
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
」
ま
で
の
近
代
哲
学
に
一
五
〇
頁
、「
マ
ル
ク
ス
」「
ニ

ー
チ
ェ
」
か
ら
「
二
〇
世
紀
の
哲
学
思
想
」
ま
で
の
現
代
哲
学
に

七
〇
頁
を
割
い
て
お
り
、
哲
学
史
的
に
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

古
代
・
中
世
哲
学
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
わ
っ
て
、
生
産

へ
の
蔑
視
が
古
代
の
奴
隷
制
に
結
び
つ
く
と
す
れ
ば
、
経
済
価
値
の

過
大
評
価
が
近
代
の
資
本
主
義
に
結
び
つ
く
と
ず
ば
り
指
摘
す
る
箇

所
や
、
ス
ト
ア
派
に
託
し
て
述
べ
ら
れ
た
著
者
の
死
生
観
、
自
殺
論

が
興
味
深
い
。
著
者
は
イ
エ
ス
が
人
へ
の
愛
と
救
い
を
強
調
す
る
点

を
高
く
評
価
し
た
り
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
一
定
の
思
い
入
れ
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

近
代
で
は
、
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
の
叙
述
が
と
く
に
充
実
し
て
い

る
。
著
者
は
最
近
、『
ル
ソ
ー
と
人
間
の
倫
理
』（
北
樹
出
版
）
を
出

し
て
お
り
、
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
る
。
当
時
、
ル
ソ
ー
が

音
楽
家
と
し
て
も
名
声
を
博
し
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー
は

啓
蒙
主
義
の
も
っ
と
も
重
要
な
内
在
的
批
判
者
で
あ
り
、
土
地
の
私

有
に
よ
っ
て
人
間
は
邪
悪
に
な
っ
た
と
い
う
疎
外
論
を
説
く
と
さ
れ

書評

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
人
類
の
思
想
史
に
お
い
て
、
い
わ

ば
イ
エ
ス
と
マ
ル
ク
ス
の
中
間
に
立
つ
最
大
級
の
思
想
家
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
専
門
家
と
し
て
、
著
者
は
デ
カ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル

を
初
め
と
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
ら
百
科
全
書
派
の
叙
述
に
つ
い
て
も
興

味
深
く
展
開
す
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル

に
つ
い
て
も
、「
最
も
偉
大
な
哲
学
者
で
あ
る
」
と
高
い
評
価
を
下

す
。
た
だ
彼
の
自
然
哲
学
が
「
労
多
く
し
て
実
り
少
な
い
部
分
で
あ

る
」
と
い
う
が
、
こ
こ
か
ら
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
自
然
弁
証
法
』
へ
と
継

承
さ
れ
る
面
が
あ
る
の
で
、
思
弁
的
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
も
う

少
し
評
価
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
科
学
的
社
会
主
義
の
創
始
者
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
も
詳
論

さ
れ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
廣
松
渉
ら
を
批
判
し
て
、
著
者
は
、

マ
ル
ク
ス
が
人
間
の
本
質
、
本
性
を
否
定
せ
ず
、
そ
れ
が
歴
史
の
な

か
で
変
容
し
、
疎
外
さ
れ
る
と
考
え
た
、
と
主
張
す
る
。
賛
成
し
た

い
点
で
あ
る
。
通
例
の
哲
学
史
と
は
異
な
り
、
剰
余
価
値
学
説
な

ど
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
的
部
分
も
具
体
的
に
説
明
す
る
の
は
興
味

深
い
。
こ
こ
ま
で
展
開
す
る
な
ら
ば
、
ソ
連
・
東
欧
の
社
会
主
義
の

崩
壊
に
つ
い
て
も
一
言
述
べ
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
近
代
哲

学
に
関
し
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ス
ピ
ノ
ザ
ヘ
の
評
価
が
低
い
よ

う
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
近
年
、
政
治
思
想
の
方
面
か
ら
高
い
評
価

を
受
け
て
い
る
。

　

さ
て
、
現
代
思
想
の
入
口
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

つ
い
て
は
、
著
者
は
生
き
生
き
と
対
決
し
て
い
て
、
胸
が
す
く
よ
う

で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
戦
争
好
き
で
、
普
通
選
挙
や
民
主
主
義
を
敵

視
し
、
弱
者
を
差
別
し
、
資
本
主
義
批
判
も
な
く
、「
金
髪
の
野
獣
」

に
よ
る
暴
力
を
肯
定
す
る
「
最
悪
の
思
想
家
」
で
あ
る
…
。
た
し
か

に
以
上
の
評
価
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
著
作
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い

る
の
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
も
同
様
に
容
赦
な
く
、
彼
が
「
二
十
世

紀
最
大
の
哲
学
者
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
二
十

世
紀
の
迷
妄
の
一
つ
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
さ
れ
る
。
奥
谷
浩

一『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
弁
明
』（
梓
出
版
社
）な
ど
、批
判
的
研
究
が
進
み
、

最
近
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
黒
ノ
ー
ト
』
の
出
版
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
で
ナ
チ
ス
に
加
担
し
て
い
た
こ
と
が
ま
す
ま
す

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

本
書
の
最
後
は
「
二
十
世
紀
の
哲
学
思
想
」
と
し
て
、そ
こ
で
は
、

デ
ュ
ー
イ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
分
析
哲
学
、
ア
ド
ル
ノ
、
サ
ル
ト
ル
、

さ
ら
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
ポ
パ
ー
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
、
フ

ー
コ
ー
、ハ
ー
バ
マ
ー
ス
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
（
バ
ル
ト
、デ
リ
ダ
ら
）、

ロ
ー
テ
ィ
ら
が
列
挙
さ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
は
力
業
で
あ
る
。
こ
れ

ら
現
代
思
想
の
総
括
的
説
明
が
あ
れ
ば
あ
り
が
た
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
哲
学
に
興
味
が
あ
る
人
は
、哲
学
史
の
著
作
を
も
っ
て
い
る
と
、

そ
の
全
体
的
流
れ
を
参
照
で
き
る
の
で
便
利
な
も
の
だ
。そ
の
点
で
、

し
っ
か
り
し
た
典
拠
に
基
づ
き
、
明
快
か
つ
簡
潔
に
展
開
さ
れ
た
本

書
は
お
勧
め
で
き
る
一
冊
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
し
ま
ざ
き　

た
か
し
・
東
京
唯
物
論
研
究
会
会
員
）


