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あ
と
が
き

　
「
社
会
思
想
史
の
入
門
書
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
の
は
少
し
ヘ
ン
だ
が
、「
社
会
思
想
史
」
と
は
、
そ
も
そ
も
何
を

対
象
と
す
る
学
問
だ
ろ
う
か
？

　

法
思
想
史
、
政
治
思
想
史
、
経
済
思
想
史
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
、
政
治
、
経
済
に
関
す
る
思
想
の
歴
史
と
考
え
れ
ば
い
い
し
、

法
学
、
政
治
学
、
経
済
学
の
基
礎
理
論
の
発
展
史
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
ど
う
い
う
こ
と
が
主
要
な
テ
ー
マ

で
あ
り
、
各
テ
ー
マ
に
関
し
て
ど
う
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む
べ
き
か
も
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
政
治
思
想
史
で
あ
れ
ば
、
国
家
論
、

社
会
契
約
論
、
正
義
論
、
民
主
主
義
論
、
権
力
論
、
公
共
性
論
な
ど
が
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
異
論
の
余
地
は

な
い
だ
ろ
う
。
社
会
契
約
論
を
研
究
す
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
等
を
読
む
の
が
定
番
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
社
会
思
想
史
は
、「
社
会
に
関
す
る
思
想
の
歴
史
」
と
理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
？　

た
し
か
に
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、「
社
会
」

と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
広
く
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
、
何
を
も
っ
て
「
社
会
に
関
す
る
思
想
」
と
言
う
べ
き
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
考
え

よ
う
に
よ
っ
て
は
、
文
学
や
科
学
評
論
、
宗
教
な
ど
も
含
め
て
、
全
て
の
思
想
体
系
が
、“
社
会
思
想
”
と
呼
べ
な
い
こ
と
は
な
い
。

　

ま
た
、
法
思
想
史
等
の
場
合
と
違
っ
て
、「
社
会
」
と
名
前
が
付
い
て
い
る
学
問
分
野
で
あ
る
「
社
会
学
」
と
の
関
係
は
極
め
て
薄
い

―
厳
密
な
デ
ー
タ
と
方
法
論
に
基
づ
く
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
だ
け
で
な
く
、
社
会
評
論
も
“
社
会
学
”
に
含
め
て
考
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
話
は
別
だ
が
。
考
え
て
み
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
法
、
政
治
、
経
済
の
制
度
が
、
そ
の
時
代
や
地
域
を
代
表
す
る
理
論
家
の

考
え
方
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
に
対
し
、「
社
会
」
全
体
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
理
論
家
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
考
え
に

く
い
か
ら
で
あ
る
。
無
理
に
そ
う
い
う
“
大
理
論
家
”
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
議
論
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
お
か
し
な
こ
と
に
な
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る
。

　

そ
う
い
う
曖
昧
さ
が
根
源
的
に
つ
き
ま
と
う
“
分
野
”
な
の
で
、
思
想
史
系
の
学
者
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
た
い
人
か
ら

は
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
逆
に
、
哲
学
、
法
思
想
史
、
政
治
思
想
史
、
経
済
思
想
史
、
歴
史
学
、
社
会
学
、
文
学
の
い
ず
れ
に
も

収
ま
ら
な
い
関
心
を
持
つ
人
、
学
問
の
放
浪
者
の
よ
う
な
人
を
惹
き
つ
け
る
傾
向
が
あ
る

―
そ
う
い
う
と
か
っ
こ
う
よ
く
聞
こ
え
る
が
、

実
体
は
そ
ん
な
華
や
か
な
も
の
で
は
な
く
、
吹
き
溜
ま
り
感
は
否
め
な
い
。

　

か
つ
て
、少
な
く
と
も
一
九
八
〇
年
代
く
ら
い
前
ま
で
は
、日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
「
社
会
思
想
史
」
に
は
そ
れ
な
り
に
は
っ

き
り
し
た
方
向
性
が
あ
っ
た
。
左
派
的
、
体
制
批
判
的
な
方
向
性
で
あ
る
。
元
々
、
経
済
思
想
史
系
の
研
究
者
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義

を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
や
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
な
ど
に
関
心
を
持
つ
人
た
ち
が
、「
社
会
思
想
史
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
等
、
通
常
は
自
由
主
義
系
と
見
な
さ
れ
る
思
想
家
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
、
マ
ル
ク
ス

へ
と
繋
が
る
市
民
社
会
論
（
批
判
）
の
文
脈
で
読
む
研
究
手
法
や
、
新
左
翼
系
の
学
生
運
動
に
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
学
派
（
批
判
理
論
）
と
そ
の
周
辺
の
思
想
家
た
ち
を
初
期
マ
ル
ク
ス
と
結
び
付
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
等
が
導
入
さ
れ
、
次
第
に
学
際
的
な

左
翼
思
想
史
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
会
も
設
立
さ
れ
た
。（
現
存
す
る
社
会
主
義
国
家
の
そ
れ
を
含
め
て
）
既
存
の
「
体
制
」

に
対
抗
し
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
を
示
そ
う
と
す
る
思
想
の
系
譜
を
研
究
す
る
の
が
、「
社
会
思
想
史
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
凋
落
に
伴
っ
て
、
左
派
思
想
全
般
に
対
す
る
関
心
が
弱

ま
っ
て
い
っ
た
。
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
研
究
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
「
社
会
思
想
史
」
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義

の
補
完
物
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
八
〇
年
代
後
半
に
、
東
大
駒
場
で
そ
れ
ま
で
社
会
思
想
史
の
大
物
が
占

め
て
い
た
ポ
ス
ト
の
後
任
人
事
を
め
ぐ
っ
て
、［
新
旧
左
翼
vs.
ニ
ュ
ー
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
］
の
対
立
が
表
面
化
し
た
こ
と
も
、
そ
の
衰
退

に
拍
車
を
か
け
た
よ
う
な
気
が
す
る
。“
社
会
思
想
史
”
を
専
門
に
す
る
と
、
面
倒
な
こ
と
に
な
る
、
と
改
め
て
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た

若
手
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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無
論
、
九
〇
年
代
以
降
も
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
な
ど
を
経
由
し
た
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
理
論

や
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
等
、
新
し
い
タ
イ
プ

の
批
判
的
社
会
理
論
に
関
心
を
持
つ
若
手
は
そ
れ
な
り
に
出
て
き
て
い
る
が
、「
社
会
思
想
史
」
と
い
う
共
通
項
の
下
に
ま
と
ま
ろ
う
と

す
る
求
心
力
は
さ
ほ
ど
働
か
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
無
理
に
ま
と
ま
っ
て
も
、
あ
ま
り
面
白
い
こ
と
に
な
り
そ
う
に
な
い
し
、
若

手
の
就
職
先
が
増
え
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
い
う
現
状
を
踏
ま
え
て
、
本
書
で
は
、“
社
会
思
想
史
の
復
権
”
の
よ
う
な
大
そ
れ
た
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
は
あ
え
て
し
な
か
っ
た
。

と
り
あ
え
ず
、
現
在
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
領
域
横
断
的
に
読
ま
れ
て
い
る
何
人
か
の
重
要
な
批
判
的
社
会
理
論
家
た
ち
を
、「（
脱
）

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
の
下
で
選
び
出
し
、
個
別
に
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
編
集
す
る
こ
と
に
し
た
。
現
代
思
想
の
中

心
的
テ
ー
マ
で
あ
る
脱
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
と
並
ん
で
、
レ
ー
ニ
ン
以
降
の
思
想
史
に
限
定
し
た
こ
と
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
が
比
較
的
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
半
は
、
唯
物
史
観
の
理
解
を

め
ぐ
っ
て
論
争
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
系
の
理
論
家
た
ち
、
後
半
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
方
向
性
を
め
ぐ
っ
て
論
争
し
た
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
系
の
理
論
家
た
ち
が
目
立
つ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
を
通
じ
て
、
既
成
の
社
会
秩
序
に
抗
っ
て
考
え
る
、
も
し
く
は
、
そ
の
隙
間
を
縫
っ
て
考
え
る
こ
と
の
面
白
さ
を
発
見
す
る
読
者

が
少
し
で
も
出
て
く
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
一
月
七
日

金
沢
大
学
角
間
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て

仲
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