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哲
学
初
学
者
が
最
初
に
手
に
す
る
の
は
入
門
書
で
あ
る
。
そ
の
段

階
を
過
ぎ
る
と
、
現
在
の
研
究
の
レ
ベ
ル
が
わ
か
り
、
研
究
の
方
向
、

文
献
案
内
な
ど
が
つ
い
た
『
～
読
本
』
『
～
を
学
ぶ
』
と
い
っ
た
論

集
が
欲
し
く
な
る
。
こ
れ
は
研
究
者
に
と
っ
て
も
便
利
な
も
の
で
あ

る
。
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
『
カ
ン
ト
読
本
』
（
法
政
大
学
出
版

局
）
『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
本
』
（
同
）
『
続
・
ヘ
ー
ゲ
ル
読
本
』
（
同
）

ミ
ー
ゲ
ル
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
（
世
界
思
想
社
）
が
あ
り
、
シ

ェ
リ
ン
グ
で
す
ら
『
シ
ェ
リ
ン
グ
読
本
』
（
法
政
大
学
出
版
局
）
が

あ
る
。

し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
つ
い
て
は
、
入
門
書
に
福
吉
勝
男
氏
の
『
人

と
思
想
シ
リ
ー
ズ
フ
ィ
ヒ
テ
』
（
清
水
書
院
）
が
あ
る
だ
け
で
、

次
段
階
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
読
本
』
に
あ
た
る
よ
う
な
良
質
の
書
物
が
ま

っ
た
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
思
想
に
関
心
を
も
つ
人

も
育
た
ず
、
あ
い
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
間
に
埋
没
し
た

木
村
博
編
『
フ
ィ
ヒ
テ
ー
壼
撃
の
基
騨
皇
竪
雲
も
の
ｌ
」
を
読
む

【
書
評
】

木
村
博
編
『
フ
ィ
ヒ
テ
ー
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
と
政
治
的
な
も
の
ｌ
』
創
風
社
一
一
ｏ
ｌ
ｏ
年

マ
イ
ナ
ー
な
思
想
家
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
も
や
む
な
し
と
い
う
状
況

だ
っ
た
。

そ
こ
に
楓
爽
と
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
こ
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
ー
『
全

知
識
学
の
基
礎
』
と
政
治
的
な
も
の
ｌ
」
で
あ
る
．
た
し
か
に
フ

ィ
ヒ
テ
の
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
を
中
心
と
し
た
論
考
で
あ
り
、
そ

れ
に
政
治
思
想
的
な
内
容
が
か
ら
む
と
い
う
内
容
で
、
全
方
面
に
渡

っ
て
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
、

ヘ
ー
ゲ
ル
、
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
、
レ
ヴ
イ
ナ
ス
な
ど
を
か
ら
め

た
思
想
史
的
考
察
も
あ
り
、
鼎
談
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
フ
ィ
ヒ

テ
哲
学
全
体
に
わ
た
る
興
味
深
い
議
論
が
平
易
な
形
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
邦
文
文
献
案
内
と
年
譜
が
き
わ
め
て
便
利
で
、
こ
の

書
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
フ
イ
ヒ
テ
研
究
に
欠

け
て
い
た
『
フ
ィ
ヒ
テ
読
本
』
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

清

水
満
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筆
者
は
日
本
フ
ィ
ヒ
テ
協
会
の
一
会
員
で
は
あ
っ
て
も
、
生
業
は

別
の
一
介
の
市
民
に
す
ぎ
な
い
。
な
の
に
、
編
者
の
木
村
博
氏
か
ら
、

直
々
に
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
。
人
選
ミ
ス
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
研
究
で
は
、
尊
敬
す
べ
き
先
輩
で
あ
る
木
村
氏
に
頼
ま
れ

れ
ば
、
さ
す
が
に
嫌
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
豊

か
な
内
容
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
十
分
な
知
識
と
能
力
が
な
い
と
い
う
問

題
は
あ
れ
ど
、
一
読
者
に
よ
る
素
朴
な
疑
問
、
感
想
な
ら
書
け
そ
う

だ
と
い
う
思
い
で
引
き
受
け
た
。

も
と
も
と
こ
の
論
集
は
、
木
村
氏
が
一
橋
大
で
行
っ
て
い
た
『
全

知
識
学
の
基
礎
』
の
自
主
ゼ
ミ
が
契
機
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、

対
象
テ
キ
ス
ト
は
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
そ

れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
第
一
部
第
一
章
と
第

二
章
が
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
論
文
で
、
第

一
一
一
章
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
カ
ン
ト
の
接
点
と
し
て
の
平
和
論
」
と
い
う

視
点
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
カ
ン
ト
の
対
立
と
継
承
が
扱
わ
れ
、
第
四

章
は
、
相
互
承
認
論
の
検
討
で
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
バ
ー
さ

れ
る
。
第
五
章
で
は
「
自
然
状
態
に
お
け
る
闘
争
」
と
い
う
テ
ー
マ

か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
扱
い
、
現
代
思
想

ま
で
も
射
程
に
入
れ
、
第
六
章
は
ド
イ
ツ
ユ
ダ
ヤ
人
の
フ
ィ
ヒ
テ
思

想
の
受
容
、
第
七
章
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
思
想
の
日
本
で
の
受
容
と

い
う
知
識
社
会
学
的
、
歴
史
的
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
現
代
の
研
究
レ
ベ
ル
の
高
い
水
準
に
立
ち
、
現
在
の
到
達
点
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
部
は
「
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
諸
相
」
と
題
さ
れ
て
、
Ｉ
が
わ
が

国
を
代
表
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
学
者
の
入
江
幸
男
氏
、
岡
田
勝
明
氏
と
編

者
の
木
村
氏
と
の
鼎
談
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
。
Ⅱ

は
「
ホ
フ
マ
ン
教
授
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
自
然
お
よ
び
言
語
の

問
題
を
問
う
」
と
い
う
木
村
氏
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
ほ

か
に
そ
れ
ぞ
れ
一
一
～
三
頁
程
度
の
読
み
や
す
い
五
つ
の
コ
ラ
ム
（
「
初

期
フ
ィ
ヒ
テ
と
啓
蒙
思
想
」
「
自
我
と
抵
抗
ｌ
ビ
ラ
ン
と
フ
ィ
ヒ

テ
」
「
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ヒ
テ
」
「
フ
イ
ヒ
テ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
」

「
フ
ィ
ヒ
テ
と
江
渡
狄
嶺
－
－
像
と
場
」
）
と
巻
末
に
資
料
と
し
て

「
日
本
語
で
読
め
る
フ
ィ
ヒ
テ
文
献
」
と
「
フ
ィ
ヒ
テ
年
譜
」
が
収

め
ら
れ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
非
常
に
豊
か
な
内
容
と
な
っ
て
い

る
。こ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
論
評
す
る
に
は
字
数
が
圧
倒
的
に
不
足

し
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
私
が
フ
ォ
ロ
ー
で
き
た
第
一
章
と
第

三
章
に
つ
い
て
主
に
論
じ
て
み
る
。

第
一
部
第
一
章
の
木
村
博
氏
に
よ
る
「
第
一
根
本
命
題
と
立
言
判

断
」
は
、
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
有
名
な
箇
所
を
改
め
て
独
自
の

観
点
か
ら
捉
え
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
で
一
番

知
ら
れ
た
箇
所
だ
が
、
あ
る
意
味
あ
ま
り
に
人
ロ
に
謄
爽
し
す
ぎ
て
、

か
え
っ
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
最
近
で
は
む

し
ろ
イ
エ
ナ
期
な
ら
、
『
新
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
が
、
完
成
度
、

叙
述
の
平
明
さ
と
内
容
の
豊
か
さ
で
人
気
が
あ
る
。
『
全
知
識
学
の

基
礎
』
は
、
卑
俗
な
比
楡
を
使
え
ば
「
昔
の
名
前
で
出
て
い
ま
す
」
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あ
る
い
は
「
地
方
都
市
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
」
的
な
扱
い
だ
っ
た
。

し
か
し
、
木
村
氏
は
、
こ
の
根
本
命
題
論
に
新
し
い
光
を
当
て
て
「
郊

外
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
」
（
？
）
に
負
け
な
い
輝
き
を
引

き
だ
し
て
い
る
。
氏
は
、
ま
ず
、
第
一
根
本
命
題
で
あ
る
立
言
判
断

こ
そ
が
単
独
の
絶
対
性
を
も
ち
、
反
立
命
題
と
総
合
命
題
で
あ
る
第

二
第
三
根
本
命
題
が
そ
れ
ぞ
れ
対
立
す
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
し
て
、

『
プ
ラ
ト
ナ
ー
講
義
』
に
あ
る
「
根
源
的
分
割
」
を
用
い
て
、
こ
の

命
題
が
表
現
す
る
絶
対
性
は
自
ら
を
そ
の
よ
う
に
分
割
し
、
破
る
こ

と
に
お
い
て
、
絶
対
的
同
一
性
を
無
限
の
課
題
と
し
て
あ
ら
わ
す
と

考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
把
握
が
そ
の
後
の
知
識
学
の
映
像
論
、
図

式
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
み
な
す
の
が
、
こ
の
論
文
の
独
自
性
で

あ
り
、
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
に
戻
り
、
限
局
の
働
き
、
有
限
性
の
も
つ

豊
か
さ
を
示
す
第
三
根
本
命
題
に
着
目
し
、
構
想
力
の
遊
動
や
「
交

替
限
定
」
に
も
と
づ
く
人
間
学
的
解
釈
を
し
て
き
た
が
、
そ
れ
と
は

正
反
対
の
方
向
を
も
つ
こ
の
解
釈
は
た
い
へ
ん
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

木
村
氏
も
い
う
と
お
り
、
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
は
「
実
践
理
性
の

優
位
」
が
基
本
思
想
で
あ
る
。
第
三
部
の
実
践
我
に
お
け
る
絶
対
的

反
省
、
自
己
内
還
帰
な
ど
を
、
木
村
氏
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
。

次
は
そ
れ
を
期
待
し
て
み
た
い
。

第
三
章
は
新
川
信
洋
氏
に
よ
る
「
『
永
遠
平
和
論
論
評
』
と
知
識

学
１
１
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
接
点
と
し
て
の
平
和
論
ｌ
」
と
な

っ
て
い
る
。
冷
戦
の
崩
壊
以
後
、
カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
論
』
は
注

目
の
テ
キ
ス
ト
と
な
り
、
カ
ン
ト
研
究
者
、
政
治
哲
学
者
た
ち
の
あ

い
だ
で
ブ
ー
ム
と
い
え
る
ほ
ど
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
影
響
が

フ
ィ
ヒ
テ
に
も
及
ん
で
、
近
年
で
は
、
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
際

関
係
論
が
ち
ら
ほ
ら
と
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
フ
ィ

ヒ
テ
の
論
拠
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
の
「
国
際
法
な
ら
び
に
世
界
市

民
法
網
要
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
新
川
氏
は
『
永
遠

平
和
論
論
評
』
に
注
目
し
、
そ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
世
界
共
和
国
構
想

を
見
て
、
カ
ン
ト
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
も
、
カ
ン
ト
と
の
一
番
の
違
い
が
、
知
識
学
に
も
と
づ
く
「
確

実
性
」
の
捉
え
方
と
す
る
の
が
、
こ
の
論
文
の
特
徴
で
あ
る
。

新
川
氏
は
、
『
永
遠
平
和
論
論
評
』
に
あ
ら
わ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の

世
界
共
和
国
構
想
を
評
価
し
て
、
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
そ
れ
が
後

退
し
た
こ
と
を
重
視
せ
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
「
『
永
遠
平
和
論
論

評
』
で
の
ス
タ
ン
ス
を
踏
襲
し
て
い
る
」
二
○
五
頁
）
と
し
て
い
る
。

私
は
、
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
の
現
実
的
な
国
際
関
係
理
解
の
反
映
で
あ

り
、
後
期
の
国
家
論
や
国
民
論
、
い
く
つ
か
の
戦
争
論
を
見
れ
ば
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
世
界
共
和
国
構
想
は
若
き
頃
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
あ
と
、
知
識
学
に
も
と
づ
く
「
確

実
性
」
の
議
論
は
、
こ
の
書
物
の
フ
レ
ー
ム
が
『
全
知
識
学
の
基
礎
』

で
あ
る
せ
い
か
、
無
理
矢
理
そ
れ
に
関
連
づ
け
た
と
い
う
印
象
を
受

け
た
。
政
治
哲
学
だ
け
の
範
囲
で
も
十
分
に
豊
か
な
内
容
を
も
つ
優

れ
た
論
文
だ
け
に
、
こ
こ
は
割
愛
し
た
方
が
、
議
論
が
す
っ
き
り
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
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第
二
章
は
、
大
河
内
泰
樹
氏
の
「
理
論
知
の
限
界
ｌ
『
全
知
識

学
の
基
礎
』
に
お
け
る
観
念
論
と
実
在
論
の
相
克
ｌ
」
で
『
全

知
識
学
の
基
礎
』
で
一
番
難
解
で
、
誰
も
が
蹟
く
部
分
の
明
快
な
コ

メ
ン
タ
ー
ル
と
し
て
、
大
い
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
は
「
相

互
承
認
論
の
原
理
と
射
程
ｌ
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論

ｌ
」
と
題
さ
れ
た
片
山
善
博
氏
の
力
作
で
あ
る
．
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ

ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
を
個
別
に
詳
し
く
検
討
し
、
関
心
あ
る
者
に

は
有
益
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
な
い
も
の
ね
だ
り
の
希
望
を
い
え

ば
、
片
山
氏
も
言
及
し
て
い
る
岡
本
裕
一
朗
氏
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
承

認
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
言
説
は
神
話
に
す
ぎ
な

い
」
と
い
う
立
場
に
、
い
か
に
反
論
可
能
か
、
主
で
を
書
い
て
い
た

だ
く
と
、
よ
り
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
六
章
の
船
津
真
氏
に
よ
る
「
ド
イ
ツ
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
受
容
か

ら
見
る
フ
ィ
ヒ
テ
政
治
思
想
」
、
第
七
章
の
栩
木
憲
一
郎
氏
の
「
フ

ィ
ヒ
テ
政
治
思
想
の
日
本
受
容
」
は
と
も
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
思

想
の
影
響
作
用
史
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
も
の
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
政

治
思
想
解
釈
に
つ
き
ま
と
う
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
貢
献
を
す
る
優
れ
た
論
文
で

あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
詳
論
す
る
余
裕
が
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想

を
現
代
の
政
治
哲
学
的
問
題
と
関
連
さ
せ
る
場
合
に
は
、
必
読
の
文

献
に
な
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
だ
け
い
っ
て
お
こ
う
。

人
文
系
の
学
問
で
は
、
書
斎
や
研
究
室
で
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
一

人
で
考
え
て
執
筆
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
長
く
続
い
た
。
し
か
し
、

現
代
で
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
学
者
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
資
料
や
文
献
が
膨
大
に
な
り
、
専
門
化
の
度
合
い
が
激
し
く

な
っ
た
今
、
む
し
ろ
チ
ー
ム
を
結
成
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
横

断
し
、
情
報
を
整
理
し
て
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
く
能
力
が
問
わ

れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
論
集
を
読
む
に
つ
け
、
論
文
、
鼎
談
、
コ
ラ
ム
な
ど
の
多
様

な
内
容
を
企
画
立
案
し
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
し
た
木
村
氏
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
カ
に
感
嘆
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
参
加
メ
ン
バ
ー

が
自
主
的
に
わ
き
あ
い
あ
い
と
議
論
を
し
て
、
創
造
的
な
も
の
を
生

み
出
し
て
い
く
姿
に
羨
望
を
さ
え
覚
え
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ

ば
、
木
村
氏
が
ま
だ
非
常
勤
講
師
時
代
に
始
ま
っ
た
企
画
で
あ
り
、

権
威
や
地
位
を
ち
ら
つ
か
せ
て
の
結
集
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

思
想
に
興
味
を
も
っ
た
者
が
自
主
的
に
集
ま
り
、
關
達
に
意
見
を
交

わ
し
、
相
互
に
「
承
認
」
し
て
、
相
互
に
「
促
し
」
あ
い
な
が
ら
、

「
相
互
作
用
」
に
よ
っ
て
思
想
を
形
成
す
る
と
い
う
の
は
、
実
は
フ

ィ
ヒ
テ
の
生
涯
を
通
じ
て
の
学
び
の
確
信
で
あ
っ
た
。
期
せ
ず
し
て
、

こ
の
論
集
そ
の
も
の
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
を
生
き
た
形
で
体
現
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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