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今
中
寛
司
著

『
近
世
日
本
政
治
思
想
の
成
立
』

1
怪
窩
学
と
羅
山
学
i宮

　
城

壕
　
子

　
本
書
は
近
世
初
期
の
儒
学
の
学
統
と
学
風
の
再
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
従
来
は
林
羅
山
掛
「
梶
窩
先
生
行
状
」
の
記
載
に
よ
っ
て
近
世
儒
学
の

始
祖
で
あ
り
排
仏
帰
儒
を
行
っ
た
最
初
の
人
は
藤
原
埋
窩
で
あ
る
と
し
、
梶

窩
↓
羅
山
と
い
う
学
統
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
著
者
は
「
行
状
」
の

記
述
を
徹
底
し
て
疑
っ
て
か
か
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
身
分
に
は
何
の
権
威
も

持
た
な
い
羅
山
が
社
会
的
に
絶
対
的
な
権
威
を
も
つ
黒
衣
宰
相
と
い
う
ラ
イ

バ
ル
に
政
界
で
勝
負
す
る
た
め
の
作
為
で
あ
り
、
儒
学
と
儒
者
と
し
て
の
自

己
の
罐
威
を
増
す
た
め
に
渥
窩
↓
野
山
と
い
う
学
統
を
作
り
あ
げ
た
の
だ

と
す
る
。
そ
し
て
著
者
は
従
来
の
学
統
と
学
風
と
は
全
く
違
っ
た
そ
れ
を
提

幅
し
、
本
書
の
す
べ
て
は
そ
の
た
め
の
精
緻
な
実
証
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
結
論
的
に
は
著
者
は
渥
窩
と
羅
山
を
そ
の
学
統
か
ら
も
学
風
か
ら
も
分
断

す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
幌
窩
に
は
相
国
寺
そ
の
他
の
五
山
文
学
、
と
り
わ
け

当
時
来
日
し
た
二
項
著
川
ら
の
朝
鮮
儒
学
が
そ
の
思
想
形
成
に
決
定
的
な
役

割
を
果
し
て
お
り
、
後
者
は
排
仏
帰
儒
の
最
大
の
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
学
風
は
「
存
養
主
義
」
　
（
広
い
古
典
研
究
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

広
い
人
間
的
教
養
を
意
味
す
る
。
八
四
頁
）
で
あ
り
、
陸
象
山
、
王
陽
明
の

心
学
、
更
に
は
仏
教
を
も
あ
わ
せ
取
り
入
れ
る
も
の
で
、
　
「
市
民
的
で
あ
り
、

コ
ス
モ
ポ
リ
チ
ッ
ク
な
倫
理
と
感
覚
」
　
（
九
七
頁
）
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
生
活
態
度
は
仕
官
の
望
み
を
絶
っ
た
隠
棲
の
中
で
宋
代
読
書
人

の
隠
逸
的
自
由
に
あ
こ
が
れ
、
周
囲
に
は
吉
田
素
庵
玄
之
ら
二
食
一
族
、
木

下
長
囎
子
ら
が
友
社
を
作
っ
た
と
い
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
羅
山
は
慢
窩
と
は
全
く
学
統
を
異
に
し
、
清
原
家
儒
学
、

吉
田
神
道
、
建
仁
寺
そ
の
他
の
五
由
文
二
等
の
影
響
を
主
要
に
う
け
た
も
の

と
す
る
。
特
に
著
者
は
建
仁
寺
両
足
院
に
伝
わ
る
明
経
道
清
原
家
の
史
料
を

精
査
し
、
羅
山
の
思
想
と
の
類
似
性
を
論
証
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
清
原
家

と
吉
田
神
道
が
羅
山
の
法
治
主
義
的
儒
学
と
理
当
心
地
神
道
に
直
結
す
る
」

（
四
〇
二
貝
）
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
羅
由
の
思
想
は
「
何
れ
も
徳
川
幕
府

政
権
を
正
義
化
す
る
政
治
哲
学
で
あ
っ
た
」
　
（
一
五
九
頁
）
と
い
う
。
そ
し

て
羅
山
は
幌
窩
の
隠
逸
的
自
由
の
生
活
態
度
と
対
照
的
に
江
戸
幕
府
の
中
で

「
儒
役
」
、
「
儒
臣
」
と
し
て
の
地
位
を
占
て
い
く
と
い
う
。

　
以
上
の
様
な
著
者
の
立
論
を
さ
さ
え
る
｝
つ
の
柱
に
「
心
学
五
倫
書
」
や

そ
の
異
本
で
あ
る
一
連
の
教
訓
書
の
書
誌
学
と
そ
の
内
容
よ
り
見
た
著
者
決

定
の
問
題
が
あ
る
。
著
書
は
書
誌
学
的
に
い
ま
だ
決
め
手
の
な
い
従
来
の
梶

窩
説
、
本
門
説
を
疑
い
、
書
誌
学
の
み
で
な
く
一
歩
進
ん
で
「
心
学
五
倫
書
」

の
内
容
を
精
査
し
、
　
「
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
て
も
心
学
五
倫
書
に
見
る
よ
う

な
教
訓
書
を
た
と
へ
庶
民
教
育
の
目
的
に
し
て
も
恐
ら
く
梶
窩
は
書
き
え
な

か
っ
た
」
　
（
一
八
七
頁
）
と
怪
窩
説
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
宮
山
の
「
春
鑑

抄
」
、
「
三
徳
抄
」
ら
の
通
俗
教
訓
書
と
「
心
学
五
倫
書
」
の
類
似
点
を
指
摘

し
、
羅
山
著
作
説
を
提
唱
し
、
あ
わ
せ
て
「
心
学
五
倫
書
」
の
著
潜
問
題
が

紛
糾
し
た
寛
文
、
延
宝
期
の
歴
史
的
事
情
を
も
指
摘
す
る
。

　
先
の
学
統
、
学
風
の
問
題
と
こ
の
「
心
学
五
倫
書
」
等
の
一
連
の
教
訓
書
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評書

の
著
者
決
定
の
問
題
は
実
は
一
見
、
無
関
係
に
み
え
て
椙
互
に
深
く
関
連
し

合
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
心
学
五
倫
書
」
等
の
通
俗
的
な
封
建
倫
理
を

説
い
た
教
訓
書
を
捏
窩
か
ら
き
り
離
し
羅
山
に
属
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

前
述
の
如
く
、
両
者
の
学
統
、
学
風
を
き
り
は
な
し
、
豪
猛
の
思
想
を
存
養

主
義
、
あ
る
い
は
市
民
的
、
　
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
ッ
ク
な
も
の
と
し
、
羅
山
を

封
建
教
学
の
荷
い
乎
と
設
定
し
得
た
。
そ
の
意
味
で
「
心
学
五
倫
書
」
は
渥

窩
の
著
作
で
な
い
と
す
る
論
証
の
成
否
が
本
書
全
体
の
論
旨
の
成
否
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
「
心
学
五
倫
書
」
の
著
雷
決
定
の
問

題
は
著
者
も
云
わ
れ
る
如
く
、
著
者
の
精
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
誌
学
的

に
は
い
ま
だ
明
確
な
決
め
手
を
欠
い
て
い
る
。
加
え
て
、
内
容
的
に
は
幾
人

か
の
人
が
手
を
染
め
、
異
本
の
多
い
通
俗
教
訓
書
で
あ
っ
た
事
で
も
わ
か
る

通
り
、
一
個
入
が
自
己
の
思
想
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
教
化
と
い
う
政
治
的

目
的
の
た
め
に
教
訓
書
を
作
成
す
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
点
で
「
心
学
五
倫
書
」
の
著
書
決
定
は
な
お
問
題
を
残
し
て
い
る
。

　
だ
が
本
書
の
こ
の
「
行
状
」
の
記
述
を
作
為
と
し
て
疑
う
こ
と
、
従
っ
て

そ
れ
に
依
拠
せ
ず
近
世
初
頭
の
学
統
、
学
風
を
実
証
的
に
検
討
し
よ
う
と
い

う
著
老
の
視
角
は
歴
史
学
の
方
法
と
し
て
全
く
正
統
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
今
ま
で
測
れ
も
試
み
な
か
っ
た
事
で
も
あ
る
。
加
え
て
、
室
町
、
戦
国

期
の
新
注
研
究
や
そ
の
普
及
の
状
態
、
及
び
近
世
儒
学
と
の
関
連
の
指
摘
は

本
書
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
。
従
来
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
附
さ
れ
て
い
た
近

世
儒
学
の
淵
源
の
一
つ
が
こ
こ
に
明
る
み
に
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
今
一
つ
本
書
の
積
極
的
な
問
題
提
起
は
理
気
論
を
め
ぐ
る
東
洋
近
世
哲
学

の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
の
日
本
的
特
質
の
指
摘
で
あ
る
。
著
者
は
近
世
初
頭

の
も
っ
と
も
純
粋
な
朱
子
学
者
で
あ
る
と
い
う
羅
由
の
朱
子
学
を
中
心
に
分

析
し
、
羅
山
は
暢
気
二
元
論
に
つ
い
て
多
大
な
疑
い
を
懐
き
、
そ
の
解
決
に

苦
慮
し
つ
つ
も
一
応
王
陽
明
の
理
気
＝
兀
論
（
1
1
気
＝
劇
論
）
に
左
呈
す
る

が
、
実
は
そ
れ
を
個
々
人
の
個
別
的
な
心
の
あ
り
方
に
帰
着
さ
せ
る
「
心
性

の
学
研
に
歪
曲
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
「
心
性

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
学
」
は
「
理
当
心
地
神
道
」
　
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
言
葉
か
ら
も
想
像
出

来
る
如
く
、
そ
れ
を
発
条
に
神
道
と
容
易
に
結
合
し
、
儒
家
神
道
を
形
成
す

る
と
い
㌧
つ
。
こ
こ
に
は
儒
家
神
道
と
い
う
日
本
特
有
の
儒
教
が
生
ま
れ
た
、

そ
の
思
惟
構
造
の
内
部
に
立
ち
入
っ
た
重
要
な
提
言
が
あ
る
。

　
こ
の
「
心
性
の
学
」
と
い
う
日
本
的
朱
子
学
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
格
物

窮
理
」
に
よ
り
個
の
限
定
を
通
じ
て
普
遍
の
意
味
的
世
界
へ
参
画
す
る
道
を

と
ざ
さ
れ
、
個
人
の
心
境
と
い
う
狭
小
な
唯
心
論
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
　
「
哲

学
の
も
つ
抽
象
性
を
払
い
落
す
こ
と
に
よ
っ
て
思
索
を
止
め
直
接
実
践
行
動

に
進
ん
で
い
っ
た
」
　
（
二
〇
四
頁
）
と
い
う
。

　
こ
の
様
な
日
本
朱
子
学
の
特
性
は
単
に
堅
肉
だ
け
で
な
く
、
こ
と
に
清
原

家
の
四
書
研
究
に
よ
っ
て
羅
山
以
前
に
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
中
世
以
来

の
永
い
伝
統
で
あ
り
、
更
に
江
芦
時
代
以
来
の
朱
子
学
派
、
陽
明
学
派
、
宵

学
派
、
折
衷
学
派
さ
ら
に
は
石
門
心
学
に
ま
で
至
る
思
想
系
列
に
一
貫
し
た

構
造
上
の
特
質
で
あ
り
、
以
降
の
江
戸
時
代
の
思
想
の
展
開
は
こ
の
「
心
性

の
学
」
の
上
に
時
代
の
要
求
に
答
え
る
経
世
論
の
展
開
が
あ
っ
た
の
み
で
あ

る
と
い
う
。

　
従
っ
て
、
著
者
は
こ
の
「
心
性
の
学
」
と
し
て
の
特
質
を
日
本
の
民
族
的

思
憺
の
特
質
と
結
論
さ
れ
る
ら
し
い
。

　
日
本
と
中
国
の
朱
子
学
の
相
違
、
或
い
は
日
本
儒
学
の
特
質
と
し
て
の
超

越
的
、
普
遍
的
契
機
の
欠
如
、
従
っ
て
又
そ
れ
を
根
幹
と
し
た
形
而
上
学
の

不
在
、
そ
の
代
償
と
し
て
神
道
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
諸
宗
教
と
の
結
合
の

指
摘
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
本
書
は
そ
れ
を
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四
書
仮
名
抄
、
心
学
五
倫
書
、
羅
山
の
諸
教
曝
書
等
の
通
俗
教
訓
書
の
分
析

を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
、
広
く
行
わ
れ
た
教
訓
書
の
中
に
浸
透
す
る
日
本
的

思
惟
の
構
造
が
取
り
出
さ
れ
た
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　
と
り
わ
け
、
た
と
え
ば
「
財
宝
多
け
れ
ば
割
け
が
る
る
も
の
な
り
、
工
程

大
事
な
る
も
の
は
な
し
」
と
い
う
「
心
学
五
倫
書
」
を
始
め
と
す
る
多
く
の

教
訓
書
に
共
通
の
論
理
を
と
り
出
し
、
　
「
心
性
の
学
」
は
朱
子
学
の
超
越
性

を
「
濤
貧
主
義
」
と
い
う
感
覚
的
態
度
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
、
こ
の
「
清

貧
主
義
」
は
禅
の
伝
来
と
同
時
に
中
世
の
社
会
と
文
化
に
入
り
込
ん
だ
日
本

人
の
生
活
態
度
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。
朱
子
学
の

「
理
」
の
様
な
現
実
的
世
界
の
諸
現
象
の
奥
に
、
そ
れ
を
超
越
す
る
原
理
の

把
握
の
欠
如
、
従
っ
て
形
而
上
学
の
不
在
、
且
つ
そ
れ
を
「
清
貧
主
義
」
と

い
う
感
覚
的
な
、
あ
る
い
は
日
常
の
倫
理
的
な
生
活
態
度
に
歪
曲
し
て
受
け

と
め
る
思
考
の
パ
タ
ー
ン
は
哲
学
の
不
姦
を
い
わ
れ
た
日
本
の
深
く
重
い
伝

統
的
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。

　
本
書
は
以
上
の
、
多
少
と
も
私
見
を
整
え
た
、
歪
曲
や
誤
読
を
含
む
か
も

知
れ
ぬ
紹
介
で
は
汲
み
つ
く
せ
ぬ
豊
富
な
内
容
を
備
え
て
お
り
、
諸
々
に
卓

見
も
多
い
。
特
に
思
想
史
研
究
が
と
か
く
軽
視
し
が
ち
な
実
証
や
、
文
献
批

判
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
れ
ぬ
き
の
安
易
な
浮
き
草
の
如
き
研
究

へ
の
厳
し
い
警
告
の
書
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
敢
え
て
私
の
注
文
を
加
え
る
な
ら
ば
、
著
者
は
室
町
期
、
清
原
家

儒
学
と
羅
山
の
連
続
性
を
強
調
し
、
羅
山
の
思
想
の
骨
子
は
す
べ
て
そ
の
申

に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
だ
が
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
幕
藩
体
制

の
形
成
と
い
う
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
を
な
す
一
つ
の
画
期
的
意
味
を
も

っ
た
歴
史
過
程
の
思
想
史
上
の
意
味
が
藩
取
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
問
わ

れ
る
べ
き
は
学
統
の
継
続
、
学
風
の
類
似
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
羅
山
ら
の
近
世

儒
学
者
が
ど
の
様
な
歴
史
的
過
程
に
直
面
し
思
想
形
成
を
行
っ
た
か
で
あ
り
、

そ
の
固
有
の
歴
史
的
課
題
に
答
え
る
た
め
に
、
深
く
中
世
語
の
伝
統
を
負
い

つ
つ
も
そ
れ
を
ど
う
変
容
し
た
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
変
容
に
着
幽
す
る
事
に

よ
っ
て
始
め
て
幕
藩
封
建
制
と
い
う
中
世
期
と
は
異
っ
た
固
有
の
歴
史
的
段

階
に
お
け
る
封
建
思
想
の
内
容
を
浮
び
上
ら
せ
る
事
が
出
来
、
　
「
徳
治
主
義

と
理
当
心
地
神
道
」
と
要
約
さ
れ
る
金
山
の
思
想
が
何
故
幕
藩
封
建
制
の
教

学
思
想
と
し
て
の
役
翻
を
果
し
え
た
か
が
、
明
確
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
視
角
か
ら
す
る
注
文
で
あ
る
が
、
著
者
は
日
本
の
朱
子
学
と
中
国

の
そ
れ
と
の
相
違
に
着
目
し
、
そ
の
原
因
を
中
国
に
お
け
る
儀
礼
、
慣
習
等

の
人
文
秩
序
の
極
度
の
発
展
と
、
日
本
に
お
け
る
そ
の
不
在
に
帰
せ
ら
れ
る
。

（
二
四
四
頁
）
　
（
著
者
は
日
本
に
お
け
る
上
里
上
学
の
欠
如
の
原
悶
を
人
文

秩
序
の
未
発
達
に
求
め
ら
れ
る
が
、
両
者
が
ど
う
連
関
す
る
か
そ
の
論
理
的

関
連
が
ど
う
し
て
も
解
し
え
な
か
っ
た
。
本
書
に
は
こ
の
よ
う
な
論
理
的
飛

躍
が
よ
く
認
め
ら
れ
る
）
。
だ
が
こ
こ
で
も
問
わ
る
べ
き
は
儀
礼
、
慣
習
の

諸
体
系
の
相
違
を
生
ん
だ
社
会
体
制
の
相
違
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
被
我
の

封
建
制
の
あ
り
方
の
絹
違
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
始
め
て
「
心
性

の
学
」
に
象
徴
さ
れ
る
朱
子
学
の
日
本
的
特
質
を
、
固
有
の
民
族
的
思
惟
の

伝
統
と
刻
印
を
お
し
、
そ
れ
を
実
体
化
す
る
こ
と
か
ら
免
れ
う
る
と
思
わ
れ

る
。

　
　
　
（
隠
文
社
発
行
　
定
価
二
八
○
○
円
　
本
文
四
〇
七
頁
　
索
引
そ
の
他
九
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
向
日
宿
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