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思
想
史
学
の
問
い
方

―
二
つ
の
日
本
思
想
史
講
座
を
ふ
ま
え
て
―

大
会
委
員
会

日
本
思
想
史
学
会
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
に
よ
る
大
会
を
積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。

こ
と
に
近
年
で
は
、
対
象
と
さ
れ
る
「
時
代
」
や
認
識
さ
れ
る
べ
き
空
間
な
ど
、
方

法
論
的
な
問
い
か
け
に
意
識
的
な
主
題
が
目
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、

文
学
や
社
会
史
、
歴
史
研
究
、
メ
デ
ィ
ア
論
等
、
方
法
お
よ
び
対
象
を
架
橋
し
よ
う

と
す
る
意
識
的
な
領
域
設
定
で
あ
っ
た
り
（
二
〇
一
四
「
死
者
の
記
憶
―
思
想
史
と

歴
史
学
の
架
橋
」
、
二
〇
一
三
「
越
境
す
る
日
本
思
想
史
―
思
想
と
文
学
の
垣
根
越

え
」
）
、
も
っ
と
直
截
に
、
思
想
史
研
究
と
し
て
の
方
法
や
対
象
に
つ
い
て
の
「
問
い
」

「
問
い
直
し
」
へ
の
試
み
（
二
〇
〇
八
「
戦
前
と
戦
後
―
思
想
史
か
ら
問
う
」
、
二

〇
〇
五
「
転
生
す
る
神
話
―
「
日
本
思
想
史
」
は
描
き
う
る
か
」
）
で
あ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
「
思
想
史
」
と
い
う
方
法
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
を
通
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
脚
点
か
ら
対
象
を
俯
瞰
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
り
（
二
〇
〇
七
「
日
本
思

想
史
の
問
題
と
し
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
―
思
想
と
暴
力
」
、
二
〇
〇
九
「
日
本
思
想
史

か
ら
み
た
憲
法
―
歴
史
・
ア
ジ
ア
・
日
本
国
憲
法
」
、
二
〇
一
一
「
カ
ミ
に
な
る
王

―
思
想
史
の
視
点
か
ら
」
）
等
、
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ら
で
は
の
多
彩
な
試
み
が
、

意
欲
的
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
本
学
会
の
創
設
は
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
十
一
月
で
あ
り
、
節

目
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
折
よ
く
、
本
会
会
員
が
様
々
な
形
で
責
任
編
集

や
執
筆
陣
を
は
じ
め
、
広
く
関
わ
り
を
持
つ
日
本
思
想
史
を
冠
す
る
二
つ
の
講
座

（
岩
波
書
店
『
岩
波
講
座

日
本
の
思
想
』
全
八
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
『
日
本
思
想
史
講

座
』
全
五
巻
）
の
刊
行
が
、
完
結
を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
主
題
別
と
時
代
別
と
い

う
、
編
集
方
針
を
全
く
異
に
す
る
両
講
座
は
、
と
も
に
個
別
実
証
研
究
の
水
準
を
ふ

ま
え
つ
つ
も
そ
れ
ら
を
超
え
た
、
日
本
思
想
史
と
し
て
の
「
全
体
」
に
取
り
組
む
意

欲
的
な
試
み
で
あ
る
こ
と
を
も
明
記
し
て
い
ま
す
。
で
は
日
本
思
想
史
研
究
と
い
う

営
み
の
問
わ
れ
方
は
、
戦
後
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、

何
を
発
信
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

二
〇
一
五
年
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
個
々
の
主
題
の
学
説
史
か
ら
少
し
距
離

を
置
い
た
形
で
戦
後
の
思
想
史
学
の
歩
み
や
主
題
の
よ
っ
て
立
つ
知
的
文
化
的
文
脈

の
編
ま
れ
方
を
俯
瞰
し
、
こ
の
二
つ
の
講
座
を
足
が
か
り
に
、
「
問
い
方
」
と
い
う

観
点
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
〈
日
本
思
想
史
研
究
の
思
想
史
〉
を
試
み
た
い
と
考
え

ま
し
た
。
そ
う
し
た
営
為
が
改
め
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
し
て
の
日
本
思
想
史
学
を

豊
か
に
す
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
ご
報
告
者
の
お
二
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
両

講
座
の
編
集
経
緯
や
ま
さ
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
し
て
の
思
想
史
学
の
固
有
性
や
歴
史

性
も
鑑
み
つ
つ
、
今
後
の
日
本
思
想
史
研
究
が
共
有
す
べ
き
課
題
に
つ
な
が
る
よ
う

な
問
題
提
起
を
、
他
方
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
に
は
、
報
告
者
の
主
旨
に
即

し
つ
つ
も
、
各
自
の
問
題
関
心
か
ら
の
応
答
を
、
両
講
座
へ
の
感
想
も
踏
ま
え
た
か

た
ち
で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ご
報
告
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
頁
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

参
加
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
積
極
的
な
ご
議
論
も
ふ
く
め
、
実
り
あ
る
会
を
期
待
す
る

次
第
で
す
。
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戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
を
ふ
り
か
え
る

田
尻

祐
一
郎

『
日
本
思
想
史
講
座
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
～
）
の
近
世
の
巻
の
「
総

論
」
で
、
私
な
り
に
、
戦
後
の
近
世
思
想
史
研
究
の
整
理
を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
世

代
論
的
な
観
点
か
ら
、
「
〈
近
代
〉
を
探
る
―
丸
山
眞
男
」
「
〈
伝
統
〉
と
向
き
合
う

―
相
良
亨
と
源
了
圓
」
「
〈
近
代
〉
を
問
い
返
す
―
安
丸
良
夫
と
子
安
宣
邦
」
と
い
う

柱
を
立
て
て
、
各
世
代
を
代
表
し
、
研
究
の
枠
組
み
を
作
っ
た
研
究
者
の
問
題
関
心

を
探
っ
て
み
た
。
今
回
、
あ
ら
た
め
て
研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た

の
で
、
別
な
視
点
か
ら
、
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
視
点
と
は
、〈
主
体
〉
と
〈
構
造
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
研
究
史
を
〈
主

体
〉
論
的
発
想
に
よ
る
も
の
と
〈
構
造
〉
論
的
発
想
に
よ
る
も
の
に
二
分
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
系
譜
の
展
開
を
（
戦
前
の
業
績
に
も
論
及
し
な
が
ら
）
検
討
し
て
み
よ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
〈
主
体
〉
論
的
発
想
は
、
研
究
者
と
対
象

と
の
間
に
強
い
共
鳴
が
あ
っ
て
思
想
史
研
究
固
有
の
迫
力
を
も
つ
が
、
近
代
的
な
価

値
観
か
ら
対
象
に
迫
る
と
い
う
性
格
を
免
れ
が
た
い
。
他
方
、
〈
構
造
〉
論
的
発
想

に
は
、
現
代
の
知
的
構
造
を
歴
史
的
に
相
対
化
さ
せ
批
判
的
な
見
方
を
得
る
と
い
う

醍
醐
味
が
あ
る
が
、
上
手
な
説
明
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
面
も
あ
る
と
思
わ
れ

る
。討

論
を
通
じ
て
、
今
日
の
私
た
ち
が
立
っ
て
い
る
場
所
に
つ
い
て
の
相
互
理
解
を

深
め
ら
れ
れ
ば
と
思
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
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二
つ
の
日
本
思
想
史
講
座
と
日
本
思
想
史
の
問
い
方

末
木

文
美
士

『
日
本
思
想
史
講
座
』
（
ぺ
り
か
ん
社
）
と
『
岩
波
講
座
日
本
の
思
想
』
（
岩
波

書
店
）
の
二
つ
の
講
座
に
編
集
委
員
と
し
て
関
わ
っ
た
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講

座
の
意
図
と
反
省
点
を
論
じ
、
そ
こ
か
ら
今
日
の
日
本
思
想
史
研
究
の
あ
り
方
に
関

し
て
問
題
提
起
を
し
た
い
。
①
ぺ
り
か
ん
社
版
に
関
し
て
、
直
接
担
当
し
た
第
二
巻

（
中
世
）
を
中
心
に
、
近
代
主
義
の
終
焉
後
、
ど
の
よ
う
に
中
世
思
想
史
が
構
築
さ

れ
る
か
を
、
資
料
と
し
て
の
寺
院
聖
教
の
位
置
づ
け
、
な
ら
び
に
従
来
の
思
想
の
枠

で
捉
え
き
れ
な
い
儀
礼
な
ど
の
扱
い
方
を
中
心
に
検
討
す
る
。
②
岩
波
書
店
版
に
関

し
て
は
、
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
研
究
の
到
達
点
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
の
枠
組
み
が

解
体
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
日
本
思
想
史
の
遺
産
を
ど
の
よ
う
に
今
日
生
か
し

う
る
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
編
集
し
た
経
緯
と
そ
の
結
果
を
総
括
す
る
。
特
に
、

直
接
担
当
し
た
第
五
巻
（
身
と
心
）
、
第
七
巻
（
儀
礼
と
創
造
）
を
中
心
に
検
討
す

る
。
③
そ
の
上
で
、
や
や
雑
駁
で
あ
る
が
、
「
日
本
思
想
史
」
の
あ
り
方
に
関
し
て
、

い
く
つ
か
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
、
多
少
の
提
言
を
し
た
い
。
そ
れ
は
、
「
日
本
思

想
史
」
と
「
日
本
哲
学
史
」
の
同
異
、
中
世
・
近
世
・
近
代
が
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て

研
究
さ
れ
、
そ
の
連
関
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
問
題
点
、
さ
ら
に
「
日
本
思
想
史
」

の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
る
村
岡
典
嗣
・
津
田
左
右
吉
・
和
辻

哲
郎
ら
の
他
に
、
一
方
で
皇
国
史
観
や
国
体
論
、
他
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
皇
国
史
観
や
国
体
論
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す

る
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
点
、
な
ど
の
諸
問
題
で
あ
る
。
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