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序

ル
ソ

ー
研

究

に

お

い
て
、

ル
ソ

ー
が

そ

の
著
書

の

『
エ
ミ

ー

ル
』
と

い
う
教
育

論

の
中

で
、

「
人

間
」
を
作

ろ
う

と
し

た

の
か
、

そ

れ
と
も

「
市

民
」

を
作

ろ
う

と
し

た

の
か

と

い
う

問
題

は
、

今

で
も
重

要

な
課
題

と

し

て
取

り
上

げ

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

な
ぜ

、

そ

の
よ
う

な
問

題
が

現
れ

て
き

た

か
。

そ

れ

は
、

『
エ
ミ

ー

ル
』
と
、

そ

れ
と
同

時
期

に
出

版

さ
れ

た

『
社
会

契
約

論
』
と
を

、
ど

う
関
係

づ

け

る
か

と

い
う

こ

と
が
問

題

と

さ

れ
た

か
ら

で
あ

る
。
従

来

は
、
両

著
作

が
出

版

さ
れ

た

一
七
六

二
年
頃

の

ル
ソ
ー
を

一
言

で
社
会

思

想
家

と

し
て

の

ル
ソ
ー

と
し

て
捉

え
、

ゆ

え

に
、

そ

の
両

著
作

に
は

ル
ソ

ー
の

一
貫
し

た
理
想

の
人
間
像

が
描

か
れ

て

い
る
と

さ
れ

て
き

た
。

つ
ま

り
、

『
エ
ミ
ー

ル
』

と

『社
会

契

約
論

』

と
を

統

一
的

に
捉

え
、

そ

こ
で

は

ル
ソ
ー

の
理
想

的
人

間

で
あ

る

「
市

民
」

の
姿

が
描

か

れ

て
あ

る

と
解
釈

し

て
き

た

の
で
あ

る
。
教

育
論

『
エ

ミ

ー

ル
』

で
、

ル
ソ

ー
は

「市

民

」
を

作

ろ
う

と
し

た

の
で
あ

る
と
。

『
エ
ミ

ー

ル
』

考

察

江

本

待

子



し

か
し
、

果

た
し

て

ル
ソ
ー

の
理
想

の
人
間

像

は

「
市

民
」

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

更

に
、

ル
ソ

ー
を
単

純

に
統

一
化

で
き

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

私

に
は
疑

問

で
あ

る
。
だ

が
、

従
来

の
ル
ソ

ー
研
究

の
流

れ

の
主
流

は
、

先

の
よ
う

に
ル
ソ

ー
を
統

一
的

に
捉

え

よ
う

と
す

る
も

の

で
あ

る
。

例

ハ
ェ

　

え
ば
、

ス
タ

ロ
バ

ン
ス

キ
ー
。

彼
も

ル
ソ
ー
を

統

一
的

に
捉

え

よ
う

と

し
た
人

物

で
あ

る
。
彼

は

そ

の
著

作

鴨
透
明

と
障

害
隔

に
お

い
て
、

ル
ソ

ー

の
全
著

作

お
よ
び

ル
ソ
i
自

身

を

「
透

明
」

と

い
う

一
語

で
捉

え
よ
う

と

し
た
。

ル
ソ
ー

に
お

け
る

『
エ
ミ
ー

ル
』

と

『社

会
契

約
論

』

と

の

矛
盾

、
更

に
そ

の
晩
年

の
著

作

で
あ

る

簡
孤
独

な
散
歩

者

の
夢
想

駄

と

の
断
絶

を
、

矛
盾

・
断

絶

と
し

て
は
捉

え
ず

、

そ
う

で
は

な
く
同

一
の
構

造

を
有

す
る

も

の
、

つ
ま
り

「
透
明

」
を

志
向

す

る
構
造

が

一
貫

し

て
貫

か
れ

て

い
る
も

の
と
し

て
捉

え
、

ル

ソ
ー

に
対

す

る
統

一
的
解

釈

を
提

示

し
た

の
で
あ

る
。

特

に

判
エ
ミ

ー

ル
』

に
関

し

て
は
、

従
来

の
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー

の
解

釈

を
取

り

入
れ

て
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
(
カ

ン

ト

と
カ

ッ
シ
ー
ラ

ー
は
)

『
人
間
不

平
等
起

原

論
』
の
分

析

と

『社

会
契

約
論

』
の
具

体
的

な
構

成

の
間

に
必
然

的
な

関
係

を
打

ち
立

て
る
た

め

に
、

鴨
エ
ミ

ー

ル
恥

と

ル
ソ

ー

の
教

育

理
論
を

挿

入
す

る

こ
と
を
選

ん

で

い
る
。
…

教

育

と
法
律

の
最

高

の
機
能

は
、

自
然

が
文

化

の
中

で
開
花

す

る

こ
と
を

可
能

に
す

る
。

そ

の
時
、

人
間

は

か

つ
て
自
然

の
生

活

に

お

い
て
享

受

し

て

い
た
直

接
性

を
再

び

見
出

だ
す

。
そ

し

て
、
彼

ら
が
今

や

ハピ
　

発
見

す

る
も

の
は
、

単
な

る
感

覚

と
感
情

の
原

初
的

な
直

接
性

で
は
な

く
、
自

律
的

な
意

志

と
正
当

な
意

識

の
直
接

性

で
あ

る
し

と
。

つ
ま

り
、

ス
タ

ロ
バ

ン
ス
キ

ー
は
、

『
エ
ミ

ー

ル
』
の
教
育

を

『社

会
契

約
論

』
に
お
け

る
理
想

国
家

へ
の
止
揚

と
し

て
捉

え

、

一
連

の
も

の
を

一
つ
の
構
造

と
捉

え
、

そ

こ
か
ら

『
エ
ミ

ー

ル
晦

で
の
教
育

を

「
市
民

教
育

し

と
し

て
捉

え
た

の

で
あ
る
。

　き

バ
チ

コ
も

ル

ソ
ー
を
統

一
的

に
捉

え

よ
う

と
し
た
人
物

と
し

て
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼

は
そ

の
著

作

で
あ

る
『
ル
ソ
ー

孤
独

と
共

同
体

』

の

中

で
、

ル
ソ

…
が

η
エ
ミ
ー

ル
恥

と

凹
社
会
契

約
論

鮎

に
よ

っ
て
疎

外
状

況

を
克
服

し

よ
う

と
し

た

と
述

べ
て

い
る
。

つ
ま
り
、

共
同
体

と

一
体

化

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
疎

外
状

況

を
克
服

し

よ
う

と
し

た
と

い
う

の
で
あ

る
。

ゆ
え

に
、

そ

こ

に
描

か
れ

て

い
る
人
間

は
、

共
同

体

の
中

に
生

き

る
人

間
、

す

な
わ

ち

「
市

民
」

と

し

て
の
人
間

な

の

で
あ

る
。　

　
　

ま
た
、

作

田
氏

は
、

そ

の
著

書

『
ル
ソ

ー

市

民

と
個

人

』

に
お

い
て
、

カ

ン
ト
以
来

の
伝
統

的

な

ル
ソ
ー
解

釈

に
則

っ
て
次

の
よ
う

に
述

べ

ハう
　

て

い
る
。

ヨ

ミ

ー

ル
の
教
師

や
管

理
者

ヴ

ォ

ル

マ
…

ル
は
、

内社
会

契
約

論
隔
の
立

法
者

の
肉

体
化

で
あ
る
。

『社

会
契

約
論

駈
に
お

い
て

は
、
立



法
者

は
影

の
よ
う

な
存

在

と

し

て
し
か
描

か
れ
な

か

っ
た
。

な
ぜ

な
ら

〈

ス
パ

ル
タ
〉

ユ
ー
ト

ピ
ア

に
お

い

て
は
、

そ

の
構

成
員

と

し

て
自

律
的

な
市

民
だ

け

が
問
題

と

な

っ
て

お
り
、
市

民

と
し

て

の
権

利

を
保
有

し

な

い
農

民

や
子

供

は
考
察

の
外

に
置

か
れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
市

民

は

エ
ミ
ー

ル

の
教

師

の
よ

う
な

教
師

に
よ

っ
て
す

で

に
教

育

さ
れ

て
し

ま

っ
て

い
る
。
彼

ら

を
操
縦

す

る
必
要

は
も
は

や
存
在

し

な

い
。

　
ら

　

彼

ら
が
自

力

で
自

己
を

〈
超
越

〉

し
、

祖
国

と
同

一
化

す

る

こ
と
だ

け
が
残

さ

れ

て

い
る

L
,
と
。

こ
こ

で
も
、

『
エ
ミ
ー

ル
』
は

「市

民

」
に
な
る

為

の
教

育
論

と

い
う
捉

え
方

を

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

し
て
、

こ
の
よ
う

な

ル
ソ

i
研
究

の
成

果

は
教
育

学

の
領
域

へ
も
受

け
継

が

れ
、

『
エ
ミ

ー

ル
』
を

「
市

民
」
を

作

る

こ
と
を
目

的

と
す

る
教

育

論

で
あ

る
と

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
橋

本
氏

は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
『
エ
ミ
ー

ル
』
に
お

い
て

は
、

「
人
間

」
の
育

成

が
も

く
ろ

ま
れ

て
、

「
子
供

を
市

民

と
し

て
教
育

す

る

こ
と

の
不

可
能

」

が
説

か
れ

た

の
で

は
な
く
、

「市

民
」

の
育

成

が
当
初

か
ら
教
育

の
目
的

と
し

て
企

図

さ

　　
　

れ

て

い
た

の

で
あ
る

L
と
。

以

上

の
よ
う

に
、

従
来

ル
ソ
ー
を

統

一
的

に
捉

え
よ
う

と

し

て
き
た

ル

ソ
ー
研
究

者
達

は
、

『
エ
ミ

ー

ル
』
を
、

そ
れ

と
同
時

期

に
出

版

さ
れ

た

『社
会

契

約
論

』
と

の
関
係

上
、
市

民
教
育

の
テ

キ
ス

ト
と
し

て
捉

え

て
き
た

の
で
あ

る
。
し

か

し
、
果

た

し

て
そ
う

で
あ

ろ
う

か
。
『
エ
ミ
ー

ル
』

は
、

ス
タ

ロ
バ

ン
ス
キ

ー
が
言

う

よ
う

に
、
良

き

「
市
民

」

と
し

て

の
精

神

の
透

明
性

を
得

る

た
め

に
必
要

な

一
つ
の

ス
テ

ッ
プ

な

の

で
あ

ろ

う

か
。

バ
チ

コ
が

言
う

よ
う

に
、

自

ら

の
疎

外
状

況

を
共
同

体

と

一
体

化

す

る
こ
と

に
よ

っ
て

(「
市

民
」
と
な

っ
て
)
克

服

し
よ
う

と

い
う
動

き

の

中

の

一
つ
な

の

で
あ

ろ
う

か
。

ま

た
、
作

田
氏

や
高

橋
氏

が
言

う

よ
う

に
、

「
市
民

」

を
作

る
教
育

論

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

私
は

『
エ
ミ
ー

ル
』
の
第

一
篇

で

の
ル

ソ
ー

の
言

葉

に
注

目
し

た

い
。

「
人

間
を

作

る

か
、

市
民

を
作

る
か
、

そ

の

い
ず

れ

か
を
選
択

し

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。
…

こ
れ
ら

の
必

然
的

に
対

立

す
る
目

的

か
ら
、

二

つ
の
相

反

す
る
教

育
形
態

が
出

て
く

る
。

一
般

の
公

共
教
育

と
、
特
殊

な

家

庭

教
育

と

で
あ

る
。

公

共
教

育

は
も

は
や
存

在

し
な

い
し
、

存
在

し

え
な

い
で
あ

ろ

う
。

な
ぜ

な
ら

、
も

は
や
祖

国

(ロ
p。
巳

Φ
)
の
な

い
と

こ
ろ

に

　マ
　

市

民

(o
津
o
《
魯

)
は
あ

り
得

な

い
か
ら

で
あ

る
。
」

そ

し
て
、

ル
ソ
ー

は
、

「市

民

」
を

作

る
公
共

教
育

の
可

能
性

を
見

ず

に
、

『
エ
ミ
ー

ル
』
を
始

め
る

の

で
あ

る
。

に
も

か

か
わ

ら
ず
、

従
来

、

『
エ
ミ
ー

ル
』

で
作

ら

れ

た
人
間

・
エ
ミ

ー

ル
ほ
ど

「
市
民

」

に
な

る
条
件

を

よ
く
備

え

て

い
る
子



供

は

い
な

い
と
し

て
捉

え
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

よ

っ
て
、
私

は
、

ル
ソ
ー

は

簡
エ
ミ
ー

ル
恥

に
お

い
て

「市

民

し

で
は
な

く

「
人
間

し
を

作

ろ
う

と
し

た
と

と

い
う

こ

と
を
明

ら

か

に
し

た

い
と
思

う
。

「
市

民
」

と

し
て

の
条
件

を
備

え

た

「
人

間
」

で

は
な
く

、

「
市
民

」

と
は
別

に

一
つ

の
在

り
方

を

持

っ
た
　

人
間
　

を

ル
ソ
ー

は
提

示
し

よ
う

と
し

た

の
で
あ

る
と
。

そ

の
た

め

に
、

私

は
、
純

粋

に

η
エ
ミ
ー

ル
恥

の
み

の
解

釈

を

試

み

た

い
と
思
う

。

と

い
う

の
も

、
従

来

の
研
究

者
達

は
、

『
エ
ミ

ー

ル
』
以
外

の
他

の
著

作

で
あ

る

『社
会

契

約
論

』
、

『
ポ

ー
ラ

ン
ド
統

治
論

』
、

鴨
政
治

経
済

論
　

等

の
政
治

的
著
作

を

用

い
て

『
エ
ミ
ー

ル
隔
に

つ
い
て
語

っ
て

い
る

か
ら

で
あ
る
。

私

は
、
　
エ
ミ
ー

ル
　
を

純
粋

に
読

む

こ
と

に
よ

っ
て
、

む

し
ろ

は
じ

め

て

『
エ
ミ

ー

ル
』

と
他

の
著
作

群

と

の
位

置

付
け

が
可
能

と
な

る
こ

と
を
確

信

す
る

も

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の

作

業

に
よ

り
、
従
来

の

一
元

的

な
構
造

を
有

す

る

ル
ソ

ー
像

か
ら
、
私

な

り

の
新

た

な

ル
ソ

ー
像

を

提

示
す

る
こ

と
が

で
き

る

の
で
は

な

い
か
と

考

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

ル
ソ
ー

は
次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

「
自
然

の
秩
序

(
　

の
下

で

は
人
間

は
平

等

で
あ

っ
て
、

そ

の
共

通

の
天
職

は
人
間

で

あ

る

こ
と

だ
。

だ

か
ら
、

そ

の
た
め

に
十

分

に
教

育

さ
れ

た
人

は
、

人
間

に
関
係

の
あ

る

こ
と
な

ら
ば

で
き

な

い
は
ず

は
な

い
。
…
人
間

と
し

て

の
生

活

を
す

る

よ
う

に
自
然

(コ
象
霞
Φ
)

は
命

じ

て

い
る
。
・
:

い
く
ら

運
命

が
彼

の
位

置

(
　

)
を
変

え

て
も
、

や

は

り
彼

は
自

分

の
位

　ま
　

置

に
留

ま

っ
て

い
る
だ

ろ
う
。
し

「
　

」

の
概
念

は
啓
蒙

期

の
思
想

の
鍵

概
念

の

一
つ
で
あ

る
が
、

バ
チ

コ
も
言

う
よ

う

に
、

ル
ソ

ー
ほ
ど

そ

の
　

の
概

念

を
重

要

視

し
た

人
物

は

い
な

い
で
あ

ろ
う
　

の
存

在

に

つ

い
て
は
、

『
エ
ミ
…

ル
　

内

に
収

め
ら

れ

て

い
る

「
サ
ヴ

ォ
ワ

の
助

任

司
祭

の
信

仰
告

白
」

の
中

で
描

か
れ

て

い
る
。

そ

れ
は
以

下

の
通

り

で
あ

る
。

宇
宙

に
は
調
和

が
存

在

し

て

い
る
。

そ

こ
を
支

配

し

て

い
る
調
和

や
諸

法
則

の
恒

常
性

、
部

分

と
部

分

の
、

そ
し

て
部

分
と

全
体

と

の
対
応

性

の
中

に
　

が
現

れ

て

い
る
。

そ

れ
は

時
計

の
歯

車
仕
掛

け

の

よ
う
な



緊
密

性
を

有

し
て

い
る
。

そ

こ
か

ら
私
た

ち

は
そ

の
　

の
考

案
者

を
考

え
、

そ

し
て

そ

の
作
品

(
　

)

の
細

部

に
お

い
て
彼

を
褒

め
讃

え

る

の
で
あ

る
。

ま
た
、

こ

の

』
.霞
費

Φ
L
は
、

全
体

の
中

の
各

部

分

に
与

え

ら

れ
た
各

人

の
位
置

(
　

)
を
通

じ

て
示
さ

れ

る
。

人

間

は
、

「
人
間

の
自

然

(
　

に
よ

っ
て
　

」

へ
の
帰

属
が
規

定

さ

れ
て

い
る

の

で
あ
る
。

人
間

は
、

こ
の
大

き
な
全

体

の
中

で
、
自

ら

の
内

な

る
自

然

(
　

)
と
秩
序

(
　

)
と

が

一
致

し

て

い
る

こ
と
を
確

信

し
、
自

分

の
位

置

(
　

)

に
留

ま

る

の

で
あ

る
。

と
こ

ろ
で

ル
ソ
ー

は
、

人
間

の
自

然

(
　

)
を

、
習

慣
や

意
見

に
よ

っ
て
変
化

す

る
以
前

の
傾

向

(
　

)

と
説

明
し

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、
そ

も

そ
も

「
　

」
と

は

ル
ソ

ー

に
と

っ
て

一
体

ど

の
よ
う

な
も

の
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

　ぜ

ル
ソ

ー

の
自

然

(
　

)

概
念

は
多

義
的

で
あ

っ
て
、
橋

本

氏
も

意
味

内
容

に
よ

っ
て
十

七

に
分

類

さ
れ

る

と
し

て

い
る
。

彼

の
分

類
を

参

考

に
す

る
と
、

例

え
ば
、

「
自

然
し

は
、

「
造
物

者

と
し

て

の
自

然

し
、

「
内
的

発
展

の
原

則

と
し

て

の
自

然
し
、
　
人
間

の
内

な

る
根

源

的
人

間
性

と

し

て

の
自

然
」

な

ど
が
挙

げ

ら
れ

る
。
従

来

、

こ
の

こ
と

か
ら

「自

然

」

と
は
人
間

の
本
性

だ

と

か
、

純
粋

自
我

の

一
つ
の
象

徴

で
あ

る
と

か
解

釈

さ
れ

て
き

た
が
、

私

は
そ

れ
を

「
神

の
意

志
　

と
捉

え
た

い
と
思
う

。
造
物

者

と

は
神

で
あ

る
。

こ

の
大

き

な
全
体

を

造

っ
た
意

志

で
あ

る
。

人
間

の
内

的
発

展

は
、

そ

の
よ
う

な
諸
段

階

と
し

て
神

の
意

志

に
よ

っ
て
与

え

ら
れ

て

い
る
。

人
間

の
根

源
的

な

る
人
間

性
も

、
神

の
意

志

に
よ

っ
て
与

え
ら

れ

て

い
る
。
　

と

は
神

の
意

志

の
こ
と

で
あ

り
、

そ

の
意
志

に
よ
る
作

品

が
　

な

の
で
あ

る
。

そ

の
　

は
、

全
体

の
至

る
所

に
見

る
こ
と

が

で
き
、

更

に
は
、

部
分

に
お

い
て
も
見

る

こ
と

が

で
き
る

の

で
あ

る
。

全

体

と
部
分

と

の
緊
密

対
応

が
、

そ

の
証

拠

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
全

体

の
中

の
部

分

と
し

て
位

置

を
持

つ
人

間

の
内
部

に
も
　

が

、
神

の
意

志

に
よ

る
作
品

と

し

て
、
　
人

間

の
自

然
L

と
呼

ば

れ

て
存

在

す
る

の

で
あ

る
。

　
の
下

で

は
人
間

は
全

て
平

等

で
、

そ

の
共

通

の
天
職

は

人
間

で
あ

る

こ
と

で
あ

る
。
・
:

人
間

と

し

て

の
生

活
を

す

る
よ

う

に

「
　

」
は
呼

び

か
け

て

い
る

の
で
あ

る

(
　

)
。
:

・
い
く

ら
運
命

の
神

が

彼

の
位

置

(
　

)

　ロ
　

を
変

え

て
も
、

や

っ
ぱ

り
彼

は
自
分

の
位

置

(
　

)
に
留

ま

っ
て

い
る
だ

ろ
う
。
　

人

間

で
あ

る
こ

と
　
と

は
、
人
間

の
自

然

に
よ

っ
て
規

定



さ
れ

て
お

り
、

そ
れ

は
　

へ
の
帰
属

の
意

味

す
る

の
で

あ
る
。

ど

ん
な
社

会
状

況

に
置

か
れ

た

と
し

て
も
、

「
人
間

で
あ

る
こ
と

し
を
保

ち
続

け
る

こ
と

に
、

ル

ソ
ー
は
価

値

を
見
出

だ

し

て

い
る

の
で
あ

る
。"

以
上

の
よ

う

な

ル
ソ
ー

に

お
け
る
重

要

な
鍵
概

念

の
分

析
を

基

に
、
以

下
　

エ
ミ
ー

ル
　
と

い
う
教

育
論

の
解

釈

に
入

っ
て
行
く

こ

と
と

す
る
。

ニ

ル
ソ

ー
は
次

の
よ

う

に
言

う

。
　万
物

の
創
造

者

の
手

を
離

れ

た
時
、
全

て
は

よ

い
状

態

に
あ

る
。
人
間

の
手

に
移

る

と
全

て
が
変

質

す

る
。
・
:

し

か
し
、

そ

れ
無

し

で

は
全

て
は

よ
り
悪

く

な
る

の

で
あ

る
。

私

た
ち

人
間

は
、
中

途
半

端

に
形

成

さ
れ

る
わ

け

に
は

い
か
な

い
。
今

日

の
よ

う

な
状

態

に
あ

っ
て

は
、
生
ま

れ
た

と
き

か
ら
他

の
人

受
の
間

に
自
分

だ

け

で
捨

て
置

か
れ
た

人
間

は
、

誰
よ

り
も
歪

ん
だ
人

間

に
な

る
だ

ろ
う
。

権
威

、
必

然
、
実

例

、
・
私

た
ち

が
そ

の
中

に
沈

め

ら
れ

て

い
る
全

て

の
社

会
制

度

(
　

)
が
、

彼

の
中

の
自
然

(
　

)

ハだ
　

を
窒
息

さ
せ
、

そ

の
代

わ
り

に
何

も
も

た
ら

さ
な

い
で
あ
ろ

う
し

と
。

そ

こ
で

ル
ソ

ー
は
、

教
育

を
、

自
然

の
教

育
、

人
間

の
教

育
、

事
物

の
教

育

の
三
種

類

に
分

け
、

こ

の
三
種
類

の
教

育

が
同

じ
目
的

に
向

か

っ
て

い
る
場
合

の
み
人
間

は
矛

盾
無

く
生

き

る

こ
と
が

で
き

る
と

し
た

の

で
あ

る
。

こ
の
三
種

類

の
教
育

の
う

ち
、

自
然

の
教

育

は
、

人
間

の
内
的

発

展

の
諸

段

階

の

こ
と
で

あ
る

が
、
人

間

の
力

の
及
ば

な

い
領
域

な

の

で
、

残

り

の
二
種
類

を
自

然

の
教
育

に
合

致

さ
せ

る

と

い
う

や
り

方
が

最
善

で
あ

る
。

よ

っ
て
、

ル
ソ
ー

の
教
育

は
自

然

(
　

)
が
前

提

と
な

っ

て

い
る
。

そ

し

て
、

そ

の
よ

う
な
教

育

に
よ

り
作

ら

れ
る
人

間
を

、
自

然
人

(
　

)
と
呼

ぶ

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
指
摘

し

て

お
き
た

い
。

そ

の
自

然

人

に

つ
い
て
、
ル
ゾ
ー
は

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
「
自

然

人
は
自

分

が
全

て
で

あ
る
。
彼

は
数

の
単
位

、
絶

対
的

な
整

数

で
あ

り
、

　　
　

彼
自

身

か

ま
た

は
彼

の
同
類

と
し

か
関
係

を

持

た
な

い
。
」

そ
し

て
、

そ

の
自
然

人

と
対
立

的

に
提

示
さ

れ

て

い
る
人

間

が
、
市

民
的

人

間

(市

民

　
で
あ

る
。
　
市

民

(
　

)
は
、
分

母

に
よ

っ
て
価

値

が
決

瑳
る
分

子

に
す
ぎ

ず

、

そ

の
価

値

は
全
体

、

す
な

わ
ち



社
会

(
　

)
と
の
関
係
に
お
い
て
決
ま
る
。
す
ぐ
れ
た
社
会
制
度

(
　

〉
と
は
人
間
を
最
も
巧
み
に
脱
自

然
化

(
　

)
し
、
そ
の
絶
対
的
存
在
を
奪

っ
て
相
対
的
存
在
を
与
え
、
自
我

(
　
)
を
統

一
共
同
体
の
中
に
移
す
こ
と
の
で
き
る
制
度

　
が
　

で
あ

る
。
L

こ

の
自

然

人

と
市

民

と

の
対
立

か
ら
、
公

共
教

育

(
　

)
と
家
庭

教
育

(
　

　)

と

い

っ
た

二

つ
の
教
育

形
態

が
出

現

し

て
く

る
の

で
あ

る
が
、
当

時

の

フ
ラ

ン
ス

・
イ
ギ

リ

ス
の
ブ

ル
ジ

ョ
ワ

に
批

判
的

な

ル
ソ

ー

は
、

す

で
に

「
祖

国

(
　

)
」
が

無

い
と

こ
ろ

に

「
市
民

」
は
存

在

し
な

い
し
、

従

っ
て
公

共
教

育

も
存
在

し

な

い
と
断
言

し

て

い
る
。

こ

の
考

え

が
前
提

と

な

っ
て
　

エ
ミ
ー

ル
』

は
書

か
れ

て
あ

る

の
で
あ

る
。

よ

っ
て
、
　
エ
ミ
…

ル
　

に
お

い
て
目

標

と

さ

れ
て

い
る
人

間

は
、

「市

民
篇

で
は
な

い
。

そ

こ
で
目
標

と

さ

れ
て

い
る
人

間

は
、
自

然

(
　

)

を
前

提

と
し

た

「
自

然
人

」

な

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、

ル
ソ

ー
を
統

一
的

に
捉

え
よ

う

と
す

る
従
来

の
ル

ソ
ー
解

釈

で
は
、

『
エ
ミ
ー

ル
』

で
作

ら

れ
た

人
間

は
、

「
市

民
」

と
対
立

す

る

ど

こ

ろ
か
、
市

民

の
義

務

と
権
利

を

も
身

に
付

け

て

い
る
と
解

釈

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
「
自

然

の
秩
序

の
下

で
は
人
間

は
平

等

で
あ

り
、
そ

の

共
通

の
天
職

は
人

間

の
身

分

で
あ
る
。
だ

か
ら
、
そ

の
た

め
に
十
分

に
教
育

さ
れ

た
人
は
人

間

に
関

係

の
あ

る
こ
と
な
ら

で
き
な

い
は
ず

は
な

い
。
:
・

ハほ
　

人
間

が
な

る

べ
き
あ

ら

ゆ
る

も

の
に
、
彼

は
他

の
ど

ん
な
人

と
も

嗣
じ

よ
う

に
必

要

に
応

じ
て
な

る

こ
と
が

で
き
る
だ

ろ

う
」

と

ル
ソ

ー
が
言

う

時
、

門
人
間

が

な
る

べ
き

あ
ら

ゆ

る
も

の
」
と

は
、

「
市
民

し
に
な

る
と

い
う

こ
と

な

の
で
あ

ろ
う

か
。
私

に
は
、

こ

こ
か
ら

、

「自

然

の
秩
序

の
下

で

は
、
人

間

の
共
通

の
天

職

は

「
人
間
偏

に
な

る
こ

と
で
あ

っ
て
、

そ

れ

は
自
然

に
よ

っ
て
秩
序

づ

け
ら

れ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
し

と
し

か
読

み

取

る
こ

と
が

で
き
な

い
。

運
命

に
よ

っ
て
様

々
な

社
会
状

況

に
身

を
置

く

こ
と

と
な

っ
た

と
し

て
も
、

人
間

と

し

て
生

き

る

こ
と
、
自

然

の
秩
序

の
下

で

の
人
間

と
し

て

の
位

置

に

い
る

こ
と
、

そ

れ
が

ル
ソ
ー
が

『
エ
ミ

ー

ル
』
に
お

い

て
目

指

し
た

人
間

の
姿

な

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、

「
市
民

」

と

は
異
な

っ
た
在

り

方
な

の
で
あ

る
。

で
は
、

「自

然

の
秩

序

の
下

で
人

間

と
し

て

の
位

置

に

い
る

こ
と
」
と
は
、

具
体

的

に
は
ど

の
よ
う

な

こ
と
を

い
う

の
で

ろ
う

か
。

そ

の
こ
と

を

明

ら

か

に
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
　
エ
ミ
ー

ル
　
で

ル

ソ
ー
が
求

め

た

「
自
然

人

秘
の
在

り
方

を
、

よ

り
鮮

明

に
浮

き
彫

り

に
す

る

こ
と
が

で
き

る



で
あ

ろ
う

と
私

は
考

え

る
。

よ

っ
て
、

以
下
更

に

『
エ
ミ

ー

ル
』

を
読

み
進

め

る

こ
と
と

す
る
。

三

ハや
　

ル

ソ
ー
が

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の
感

覚
論

の
影
響

を
受

け

て

い
る

こ
と
は
周

知

の
こ

と

で
あ

る
。

誕
生

し

た
ば

か
り

の
子

供

に
は
、

外
界

の
事
物

と

の
感
覚

に
よ
る
関

係
付

け

の
み

が
あ

る
。

こ

の
関

係
付

け

を
経

て
大

人

に
な

り
、
全

て
の
諸
関

係

を

「
　

」
と
し

て
認
識

す

る
こ

ハレ
　

と

と
な

る
.

そ
し

て
、

こ

の
外

界

の
事
物

と

の
関
係

付

け

で
あ

る
が
、

そ

れ
は

「自

然

の
道

し

に
従

っ
て
な
さ

れ

て

い
く
。

そ

れ
は

全
く

人
間

の

内

な
る
傾

向
性

で
あ

り
、

そ

の
傾
向

性

は

「社

会

の
中

に
生

き

る
自

然

人
」

の
完

成

に
向

け

て
諸

段
階

を
経

る

も

の
で
あ

る
。

へ　
　

「
自
然

の
道
　
に
従

っ
た
外

界

と

の
関

係
付

け
経

て

い
く

子
供

に
は
、
感

覚
的

理
性

し

か
存
在

し

な

い
。

彼

は
た

だ
事
物

の
秩

序

(
　

　ぜ

　
)
の
中

に

い
る

に
す
ぎ

な

い
。

そ

の
う

ち

に

「
予
見

能
力

(
　

)
」

が
発
現

す

る
。
未

来

の
た

め

に
現
在

を
犠
牲

に
す

る

こ
の
能

力

は
、
人

間

の
欲
望

と
能

力

と

の
間

の
不

均
衡

を
生

み
出

す
。

ル
ソ

ー
に

お

い
て
人
間

の
幸
福

と
は
、
門
能
力

を
越

え

た
欲
望

を
減

ら

し
、
力
と

意

　　

志

と
を
完

全

に
等

し

い
状

態

に
置

く

こ
と
L

で
あ

る

の
で
、

こ

の
予
見

能
力

の
出

現

は
、
人

間

に
と

っ
て
危

機

で
あ

る
。

そ

こ
で

ル
ソ

ー
は
次

の

よ
う

に
雷

う
。

「
賢
者

は
自

分

の
位

置

に
留

ま
る

こ
と
が

で

き
る
し
が
、

し

か
し
子

供

は
そ
も

そ

も
自
分

の
位

置

を
知

ら
な

い
の
で
あ

る

か
ら
、

教

師

そ

の
位

置

に
留

め
て

お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
そ

の
た

め

に
は
、

子
供

を
常

に

「
事
物

へ
の
依
存

状
態

(
　

)
」

に

置

か
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
「彼

の
頭
上

に
は
自

然

が
人

間

に
加

え
る
厳

格

な
く
び

き

が
、
あ

ら

ゆ
る
有

限

な
存
在

が
従

わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
必

然
性

と

い
う
重

い
く

び

き
が

の
し

か

か

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と
を

早
く

か

ら
感
じ

さ

せ
る
が

よ

い
。

そ

の
必

然
性

を
、

決

し

て
人
間

の
気

ま
ぐ

れ

ハ
た
　

の
内

に
で
は

な
く
、

事
物

の
う

ち

に
見
出

だ

さ
せ

る
が

よ

い
。

彼

を
拘

束

す
る
も

の
が
権

威

で
は
な

く
、
力

で
あ

る
よ
う

に
す

る
が

よ

い
。
　

こ
れ

が

ル
ソ
ー

の

「
消

極
教

育

」

で
あ

る
。

子

供

は
感

覚

の
範

囲
内

で

の
事
物

の
秩
序

の
中

に
位
置

し

て

い
る
。

そ

こ
で

は
必
然

の
法

に
従

っ

て

い
る

の

で
、

子
供

の
行

為

は
悪

で

は
な

い
。

し

か
し
、

そ

れ
以
外

の
法

に
従

う

こ

と
は
全

て
臆

見

(
　

)
に
由

来
す

る

も

の
で
あ

る

か
ら
、



そ

れ
は

「自

然
」

か
ら

の
逸

脱

行
為

で
あ

り
、

悪

で
あ

る
。

さ
て
、
事

物

の
秩
序

に
お
け

る
自

己

と
自
己

の
外

界

と

の
関

係
付

け

の
課
程

の
中

で
、

子
供

は

「
所
有

」

と

い
う
社
会

的

な
関

係
付

け

に

の
段

階

に
突

入

す

る
。

私

の
も

の
、

あ
な

た

の
も

の
と

い
う
、

あ

る
意
味

で
の
人
間

関
係

の
段

階

に
入

っ
て

い
く

の

で
あ

る
。

こ

の
他

者

と

の
関

係
付

け
を
契

…機
に
、

子
供

は

モ
ラ
ー

ル
な

世
界

(
　

)
へ
と

入

っ
て

い
く

の
だ

。

し

か
し
、

こ

こ
で
も

子
供

は
常

に
感

覚

の
範
囲

内

に

留

め
置

か
れ

る
。

子

供

は
、

感
覚

と
肉

体

の
訓
練

を

行

い
な
が

ら
、

そ

の
予
見

能
力

と
臆

見

の
展
開

を
抑

え

、
常

に
自

分

の
能

力

の
範

囲
内

〈
こ

の
時

期
子

供

は
自

覚

し

て

い
な

い
が

、
そ

れ
が

人
間

の
幸

福

な

の
で
あ

る
)

に
留

ま
る

よ
う
教

育

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

四

「自

然

の
道

」

に
従

っ
た
諸
関

係

の
累

積
化

が
進

む

に

つ
れ

て
、

子
供

に
変

化

が
現

れ

て
く

る
。

こ
れ

ま
で
事

物

の
秩
序

の
中

に
た
だ
存

在

し

て

い
た
子

供
が
、

モ
ラ

ー

ル
な
秩

序

(
　

へ
と

入

っ
て

い
く
。

こ
れ

も

ま
た

「霞

然

の
道

し

で
あ

る
。

そ
れ
ま

で

の
子
供

は
、
身
体

的

な

(
　

)
な
存

在

で
し

か
な

か

っ
た
。
し

か
し

、
こ

の
段

階

か
ら

モ
ラ
ー

ル
な
存

在

(
　

)

と
し

て

の
自

分

を
感

じ
始

め
る
。

他
者

を

同
類

と

し
て

の
他
者

と

し
て

は

っ
き
り
認

識

し
、

そ
し

て
そ

の
他
者

と
自

分

と

の
関
係

を
認

識

し
、
判

断
す

る
よ

う

に
な

る
の
だ
。

こ
こ

に
お

い
て
、

人
間

と

し
て
生

き

る
段
階

に
入
る

の

で
あ

る
。

ル
ソ

ー
に
よ

る
と

、
人
間

の
多

く

の
情
念

(
　

)
の
う

ち
、

「
私

た
ち

の
情
念

の
源

泉
、

他

の
全

て

の
情
念

の
始

源

で
あ

り
、

も
と

で
あ

る

　　
　

も

の
、
人

間

と
共

に
生

ま
れ
、

人
間

が
生

き

て

い
る
限

り
決

し

て
な
く

な
ら

な

い
唯

一
の
情
念

は
、
自

己
愛

(
　

で
あ

る
。
」

こ
の

自

己
愛

を

基
礎

に
注
意

深

く
育

て
ら

れ
た

子
供

は
、
青

年

に
な

っ
て
同

じ
人
間

と

し

て
の
弱

さ
、

共
通

の
惨

め

さ
を
同

胞

に
感

じ
る
。

青
年

の
想

薦
〉

、

像

力

が

「自

分

の
外

へ
自
分

を
移

す

」

こ
と

に
よ

っ
て

「憐

れ

み

の
情

(
　

)
」
を
生

じ
さ

せ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
共

感

の
感
情

は
積

極
的

に
他

者

と
関

わ

り
を
求

め

る
も

の

で
あ
り
、

青
年

は
も

は
や
孤

立

し
た
存

在

で
は

な
く
、

モ
ラ
ー

ル
な
秩

序

の
中

で
他
者

と
共

に
生

き
る

よ
う

に
な

る



ハ　
　

の
だ
。

そ
し

て
、

こ
れ

も
濠

た

「自

然

の
道

し
な

の
で
あ

る
。

、事

物

の
秩
序

の
中

に
た
だ
存

在

し

て

い
た

子
供

は
、
青

年

に
な

り
、

人
類

と

い
う
全
体

と
自
分

と

の
関
係

付

け

の
段

階

に
突

入
し

た
。
更

に
、

青
年

は
、

「
自

然

の
秩
序

(
　

と

い
う

全
体

と
自

分

と

の
関

係
付

け

の
段
階

に
も
至

っ
て

い
る
。

後
者

の
た

劫

の
教

育
が

、
「
サ

ヴ

ォ
ワ

の
助

任
司
祭

の
信
仰

告
白

」
で
あ

る
。

「
信
仰

告
白

」
の
中

で

は
、
神

の
意

志

に
よ

る
作

品

で
あ

る

「
自
然

の
秩

序

(
　

)
」

の
存

在

と
、
神

の
意

志

に
よ

っ
て
人
間

の
心

に
刻

み
込
ま

れ
て
あ

る

門
良
心

し

の
存
在

と
が

明

ら
か

に
さ

れ
て

い
る
。

第

一
に
、

「
私
」
は
感

覚
を
持

っ
て

い
る
。

私
が

感
覚

に
よ

っ
て
知
覚

す

る
も

の
は
全

て
物

質

で
あ

る
。
物

質

は
運
動

を

し

て

い
る

か
静
止

し

て

い
る

か

の
ど

ち

ら
か

で
あ

る
。

と
こ

ろ
で
、

運
動

に
は
他

か
ら
与

え

ら
れ

た
運
動

と
意

志
的

な
運

動

の

二
種

類
が

考

え
ら

れ
る
。

物
質

は

そ
れ
自

身

で
活

動
す

る
力

を
持

た
な

い
と

い
う

こ
と
は
明

ら

か

で
あ

る

の

で
、
運
動

し

て

い
る
物
質

は
他

か
ら
与

え

ら

れ
て

い
る

と
考
え

ら

れ
る
。
さ

て
、

宇
宙

は
物

質

で

で
き

て

い
る
。

こ

の
宇

宙

の

一
定

の
法

則

に
従

っ
た
運

動

を
ど
う

考

え
れ
ば

よ

い

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
こ

に
は
何

か
外

的
な

意
志

が

あ

る

の
で
は
な

い
か
。
そ

の
超

越
的

な
存

在
者

の
姿

は
見

え
な

い
が
、
い
る

こ
と

は
確

か

で
あ

る
。
こ
の
宇

宙

全
体

に
広

が

る
「
秩
序

(
　

)
」

の
存

在

こ
そ
、

そ

の
超
越

的

存
在

者

の
存
在

の
証

と

な
る

か
ら

で
あ

る
。

と
、

こ
う

し
て
青
年

の
理
性

に
訴

え

る

の
で
あ

る
。
次

に
、

こ
の
　

自

然

の
秩
序

(
　

」
の
調
和

と
比

べ
る

と
、
人

間

の
世
界

は

混
乱

と
無
秩
序

を

呈

し
て

い
る
。

そ

れ
は

な
ぜ

か
。

そ
れ

は
神

の
せ

い

で
あ

ろ
う

か
。
否

、

そ
れ

は
人
間

自
身

の
せ

い
で
あ

る
。

で
は
、

な
ぜ

そ

の
よ

う
な

こ
と

に
な

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
、
神

が
人

間

に
　

自

由

意
志

L
を

与

え

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
神

は
人
間

が
善
を

為

そ
う

と
悪

を
為

そ
う

と
そ

れ
を
止

め

は
し
な

い
。

故

に
、

こ

の
能

動
的

な
能

力

が

あ

る

か
ぎ

り

、
人

間

の
　

自

然

の
秩
序

」

か
ら

の
逸
脱

は
免

れ

え
な

い
の
で
あ

る
。

し
か
し

、
神

は

そ

の
逸

脱
を

望

む
も

の

で
は
な

い
。

な
ぜ

な

ら
ば

、
神

は
人
間

に

「良

心

」
を
与

え
、

そ
れ

に
よ

っ
て

「
自

然

の
秩
序

」
と

「
人
間

し
と
を

結
び

つ
け

て

い
る

の

で
あ

る

か
ら
。

「
魂

の
底

に
は
、

正
義

と
徳

と

の
生
得

的

な
原

理

が
存
在

し
、

私

た
ち
自
身

の
格
律

が

ど
う

で
あ

ろ
う

と
、
私

た

ち
は

こ

の
原

理

に
基

づ

い
て
、
自

分

の
行
動

と
他

　
　
　

人

の
行

動

と
を
、
善

い
と

か
悪

い
と

か
判
断

し

て

い
る
。

そ
し

て
、

こ

の
原

理

に

こ
そ
私

は

「
良

心
」
と

い
う
名

を
与

え

る
。
L

つ
ま

り
、

「良

心

」

に
従

っ
て
生

き

る

こ
と
こ

そ
、
「
自

然

の
秩
序

の
下

で
の
人
間

と
し

て
の
位

置

に

い
る
こ

と
」

な

の

で
あ
る
。



門
事

物

の
秩
序

」

に

い
た
子
供

は
、

無
自

覚
的

に
そ

こ
に
存
在

し

て

い
た
。
彼

に
あ

る

の
は

た
だ
感

覚

(感
覚

的

理
性

〉

の
み

で
あ

っ
た
。

そ

の
彼

が
、
単

な

る
肉
体

的

な
存
在

か
ら
能
動

的

な

モ
ラ
ー

ル
な
存

在

へ
と
変

わ

る
。

そ
れ

は

「自

然

の
道

」

で
あ

る
。
青
年

に
な

っ
た
彼

に
は
、

潜

在
的

で
あ

っ
た

「憐

れ

み

の
情

し
が

溢
れ
、

更

に

「
知
的

理
性

し
が

「
良

心
し
と
共

に
働

き
始

め

る
。

こ

の
段

階

か
ら
彼

は
、

動
物

と
は
違

う
、

つ
ま
り
人

間

と
し

て
生

き

る

こ
と
を
始

め

る

の
で
あ

る
。

そ

れ
を

ル
ソ

ー
は
、

「
モ
ラ
ー

ル
な
秩

序
」

と
言

う

の

で
あ

る
。

「自

然

の
秩
序

」

は
調

和

に
満

ち
満

ち
て

い
る

の
だ
が
、

こ
の

「
モ

ラ
ー

ル
な
秩
序

」

は

「自

然

の
秩
序

㎏

か
ら

の
逸

脱

の
可
能

性

を
秘

め

て

い
る
。

逸

脱
す

る

か
ら

こ

そ
、

神

に
よ

っ
て
人

間

に
与

え

ら

れ
て

い
る

「
憐

れ

み
の
情

」
、

「
理
性

」
、

そ
し

て

「良

心
」

と

に
よ

っ
て
、
人

間

は
自
力

で

「
自
然

の
秩

序
」

へ

と

回
帰

せ
ね
ば

な
ら

な

い

の
で
あ

る
.

そ

し

て
そ

の
可
能

性

に
気

づ

き
、

生

き
る

こ
と

こ
そ
、

神

の
意
志

な

の

で
あ
る
。
　
エ
ミ

ー

ル
　
で
は

、
人

間

の
内
的

発
展

の
経

過
が
描

か
れ

て

い
た

の
で
あ

る
が
、

そ

の
継
起

的

な
発
達

の
諸

段
階

は
、

そ

の
各
段

階

が

一
つ
の
在
り
方

を
有

し
て

お
り
、

そ

の
意
味

で
非
常

に
秩
序

だ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
正

に
、
人

間

の
膚
然

で
あ

り
、

神

の
意
志

に
よ
る
作

品

と
し

て

の

「
秩
序

し

な

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

人
間

は

そ

の
よ
う

な

「秩

序
」

か

ら
は
逸

脱

す
る
力

を

も
有

し

て

い
る
。

そ

れ
も

ま
た
神

の
意

志

で
あ

る
。

そ

の
力
を

ど
う

使
う

の
か
が
、

人
間

の
問

題

に
な

る

の
で
あ

る
。
乱

と
無

秩
序

を
呈

し

て

い
る
社
会

の
中

で
、

人
間

は

そ

の
力

を

用

い
て

、自

然

の
秩
序
　

を
志
向

し

つ

つ
、

「
モ
ラ
ー

ル
な
秩
序

」
の
中

を
生

き
る
存

在

と
し

て
、

「自

然

の
秩

序
」
の
中

に
位

置
付

け

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
人
間

と

し

て
の
生
活

ハ　
　

を

す
る

よ
う

に
自
然

(
　

〉

は
呼
び

か

け

て

い
る
し

と

い
う

ル
ソ

ー

の
言
葉

は
、

正

に
こ

の
こ

と
を
言

っ
て

い
る

の
で
あ

る
、

「
感
情

と
知

性

の
あ

る
と

こ

ろ
に
は

ど

こ
で
も
、

何

等

か
の

モ
ラ

ー

ル
な
秩

序

(
　

)
が
あ

る
。
違

い
は
、

善
人

は
全

体

と

の
関

ハガ
　

係
に
お
い
て
自
分
を
秩
序
付
け
る
が
、
悪
人
は
全
体
を
自
分
と
の
関
係
に
お
い
て
秩
序
付
け
る
点
で
あ
る
。し

五

こ
う
し
て
大
人
と
な
っ
た
青
年
は
、
結
婚
を
す
る
年
齢
に
な
る
。
そ
こ
で
、
国
家
の
一
員
と
な
る
た
め
の
義
務
を
学
ぶ
た
め
に
旅
に
出
る
こ
と



と
な

る
。

こ

の
箇

所

に

は

η社
会

契
約

論

鮎

の
要
約

が
載

せ

ら
れ

て

い
る
た

め
、
従

来

の
統

一
的

な

ル
ソ

…
解

釈
者

達

は
、

そ

の
青
年

エ
ミ
ー

ル

が
最
終

的

に
は

「
市

民
」

と
な

っ
た
と
括

る

の

で
あ

る
。

し

か
し
、

青
年

は

「
市

民
」

と
な

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

確

か

に
、

ル
ソ

ー
は
、
青

年

に

「
市

民

の
義

務

し
に

つ
い
て
学
ば

せ

て

い
る
。

そ
し

て
、
次

の
よ
う

に
書

う
。

「
祖

国

(
　

)

を
持

た
な

い

者

に
も
、

と

に
か
く

国

(
　

)

は
あ

る

の
だ

か

ら
。

や

っ
ぱ

り
政

府

が
あ

り
、

見
せ

か
け

で
も

法
律

が
あ

っ
て
、

そ

の
下

で
人

は
平

穏

に
暮

ら

ハ　

し

て
き
た

の
だ
し

と
。

だ

が
し

か
し
、

こ
の

こ
と

か
ら
青

年
が
　

市

民
」
と
な

っ
た
と
欝

え

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

ル
ソ
ー

の
言

う
　

祖

国
　

と

は
、

古

代

ロ
ー

マ
や

ス
パ

ル
タ

の
こ
と

で
あ
り

、

そ
れ

は
も

は
や
存

在

し
な

い
し
、

存
在

す

る

こ
と
も

で
き

な

い
。

ゆ
え

に
、

「市

民

し
も

ま
た
存

在

し

な

い
の

で
あ

る
。

ル
ソ

ー
に
と

っ
て

「
市

民
」
と

は
、

ど

の
よ
う

な
存
在

な

の

で
あ

ろ

う

か
。

「
市

民
的

人
間

(
　

は
、

分
母

に
よ

っ
て
価
値

が
決

ま

る
分

子

に
す
ぎ

ず
、

そ

の
価
値

は
全

体

、
す

な

わ
ち
社

会

と

の
関

係

に

お

い
て
決

ま

る
。

す
ぐ

れ
た
社

会
制

度

と

は
人
間

を
最

も
巧

み

に
脱
自

然
化

し
、

そ

の
絶

対
的

存
在

を

奪

っ
て
相

対
的

存
在

を
与

え
、
自

我

を
統

一
共

同
体

の
中

に
移

す

こ

と

の
で
き

る
制

度

で
あ

る
。

そ

こ

で
は
個
人

の

一
人

一
人

は
自

分

を

～
個

の
人
間

と
は
考

え
ず

、

そ

の
統

一
体

の

一
部

分

と
考

え
、
何

事

に

お

い
て
も
全
体

に
お

い
て
し

か
考

え
な

い
。

ロ
ー

　が
　

マ
の
市

民

は
カ

イ
ウ

ス

で
も

ル
キ

ウ

ス
で
も
な

か

っ
た
。

一
個

の

ロ
ー

マ
人
だ

っ
た
。
」

こ
れ

が

ル
ソ

ー

に
と

っ
て

の

「
市
民

」
の
姿

で
あ

る
。

ゆ

え

に
、

「
市

民
的
秩

序

(
　

)

に
あ

っ
て
、

自
然

の
感

情

の
優

越
性

を
持

ち
続

け

よ
う

と
す

る
人

は
、
何

を

望

ん
で

い

い
か
わ

か
ら

な

い
。

た
え
ず

矛
盾

し

た
気
持

ち

を
抱

い
て
、

い

つ
も
自

分

の
好

み
と
義
務

の
間

を
動

揺

し
て
、

決

し

て
人
間

(
　

)

に
も
市

民

(
　

)

へぜ

に
も

な
れ

な

い
。

自
分

に
と

っ
て
も
、

他

人

に
と

っ
て
も
役

に
立

つ
人
間

に
な
れ

な

い
し

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

ル
ソ
ー

は
明
ら

か

に

「
市

民
　

と

「
人
間

」
を

二
項

対
立

的

に
扱

っ
て

い
る
の

で
あ
る
。

「
市

民

」
で
あ

る
こ

と
と

「
人
間

」
で
あ

る

こ
と
は

、
同

じ
地

平

で
は
語

れ
な

い
の
で
あ

る
。

『
エ
ミ
ー

ル
　

で
作

ら

れ
た
青

年

の
自

然
的
感

情

に
満

ち
満

ち

た
姿

は
、
決

し

て

「市

民

し

で
は
な

い
。
彼

が

生

き
て

い
る
世

界

は
、

「
モ
ラ

ー

ル
な
秩
序

」

な

の
で
あ

っ
て
、

決

し

て

「
市

民
的
秩

序

」

で
は

な

い
の

で
あ

る
。

更

に
そ

の
点
を

見

て

い
く

と
、

ル
ソ
ー

は
次

の
よ

う

に
青
年

に
言

っ
て

い
る
。

「
君

の
生

ま

れ
た
土

地

に
対

す

る
愛
着

…

同

郷

の
人

々
を
、



　な

君
は
愛

さ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
L

と
。

つ
ま
り
、

青
年

は

「
憐

れ

み
の
情

」
に
よ
る
友

情

の
相
互

性

に
よ

っ
て
国

(
　

)
を
支

え
る

の

で
あ

る
。

決

し

て

「
市

民
」

と

し

て
で
は

な
く
、

「
人

間
」

と
し

て

の
義

務

を
果

た

す

の
で
あ

る
。

『社
会

契

約
論

』
の
冒
頭

で

は
、

「
人
間

は
自
由

な

も

の
と

し

て
生

ま

れ
た
」
と

さ
れ

て
論

が
展
開

さ

れ

て

い
る
。

『
エ
ミ

ー

ル
』
の
冒
頭

で
は

、

「
私

た
ち

は
弱

い
も

の
と

し

て
生

ま

れ
る

」

と
さ

れ
て

い
る
。

こ
の
違

い
が
、

「
市

民
」

を
目

指
す

も

の
か
、

「
人

間
」

を
目
指

す

も

の
か

の
別

れ

道

な

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

『
エ
ミ

ー

ル
』
で
は
、
弱

い
人
間

が
、

弱

い
か
ら

こ
そ
自
然

的
感

情

で
あ

る

「
憐

れ

み
の
情

」
に
よ

っ
て
、

「良

心

」

と

「
知
的

理
性

」
と

に
よ

っ
て
お
互

い
同

胞

と
し

て
社
会

の
中

で
生

き
て

い
く

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

「
市

民
」
は
、
自

由

な
も

の
と

し

て
生

ま

れ

た
特
権

で
あ

る
自

尊

心

の
固

ま

り

で
あ

る
。
な
ぜ

な

ら
ば
、
「
政
治

体

の
大

き
さ

は
純
粋

に
相

対
的

で
あ
り

、
自

ら

を
知

る

た
め

に
は
絶

え
ず

他

と

　
れ
　

比

較

す
る

こ
と

を
強
制

さ

れ
る

」

か
ら

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

『
エ
ミ
ー

ル
』
で
青

年

は
自

己
愛

が
自
尊

心

に
変

質

し
な

い
よ

う

に
教

育

さ
れ

た

の
で

あ
る

が
、

「市

民

」

は
自
尊

心

の
固

ま
り

な

の
で
あ

る
。

こ

こ

に
、

『
エ
ミ

ー

ル
』

と

『
社
会
契

約

論
』

と

の
明

ら

か
な
方
向

性

の
違

い
を
見

る

こ

と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
こ
で

は

二
著

作

の
構
造

の
違

い
を
詳

し
く

展
開

す

る
も

の
で

は
な

い
。
あ

く

ま

で
も

『
エ
ミ

ー

ル
』

の
内

部

に
お

い
て
何

が
目

指

さ
れ

て

い
た

の
か
を

明
ら

か

に
し
、

そ

の
目
指

し

た
も

の
が

「
市
民

」

と
は
異

な

っ
た
在

り
方

で
あ

る
こ
と

を
提

示
す

る

も

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

そ

の
主
旨

は
貫

か
れ
た

も

の
と
確

信
し

て

い
る
。

六

ル
ソ

ー
研
究

に
お

い
て
、
従

来

は
、

そ

の
教
育

論

で
あ

る

『
エ
ミ

ー

ル
』
で
彼

は

「
市
民

」
を
作

っ
た

と
さ
れ

て
き

た
。

そ

れ
は
、

『
エ
ミ

ー

ル
』

と
同

時
期

に
出

さ

れ
た

『
社
会

契
約

論

』

と

の
関

係
上

、

ル
ソ

ー
を
統

一
的

に
解

釈

し
よ

う
と

し
た

人

々
の

一
般

的

な
捉

え
方

で
あ

る
。

そ

の
捉

え
方

に
私

は
疑

問

を
感

じ

て

い
た

。
第

一
に
、

『
エ
ミ
ー

ル
』
を
読

ん
だ

感
触

と

し

て
、

教
育

さ

れ

て
育

っ
た
青
年

は

「市

民

」
に
な

っ
た
と

は
言

え

な

い
。

そ

し

て
、

第

二

に
、
そ

も

そ
も

『
エ
ミ
ー

ル
』
解

釈

で
あ

る

に
も

か
か
わ

ら
ず
、

他

の
政

治
的
著

作

群
を

用

い
て
解

釈

し

て

い
る
。

本



論

文

は
、

そ

の
疑

問

に
答

え
る

べ
き

も

の
で
あ

っ
た
。

『
エ
ミ

ー

ル
』
の
書

き
出

し
部
分

か
ら
、

ル

ソ
ー
は
、

こ
の
テ

キ

ス
ト
は
市

民

教
育

の
も

の
で
は
な

い
と
述

べ
て

い
る
。

「
祖

国
」
の
な

い
と

こ

ろ

に

門
市

民
」

は
な

い
の
で
あ

っ
て
、

よ

っ
て

「
祖

国
」

の
な

い
今

、
市

民
教

育

の
出
番

は

な

い
の

で
あ

る
.
ど

う
し

て
も
市

民

教
育

に

つ
い
て

知

り
た

い
と
思

う
人

間

は
、
プ

ラ

ト

ン
の

「
国
家

」
を
読

め
と
す

ら
言

っ
て

い
る
。

『
エ
ミ

ー

ル
』
は
始

め

か
ら
市

民
教

育

を
目
的

と

す
る

も

の
で

は

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

『
エ
ミ

ー

ル
』

に
は
、

「
自
然

の
秩

序
」

か
ら
逸

脱
す

る
可

能
性

の
あ

る

「
人

間
」
が
、

に
も

か
か
わ

ら
ず
自

ら

の
力

に
よ

っ
て

「
モ

ラ
ー

ル
な

秩
序

」
を

生

き
る
姿

が
描

か

れ
て
あ

る
。

門
秩
序
　
概

念

は
、
啓

蒙
期

の
思
想

の
鍵
概

念

で
あ

る
が

、

ル

ソ
ー
程

そ

の
概

念

を
重
要

視

し
た

人
物

は

い
な

い
。

そ

の

「秩

序

」
概
念

を

駆
使

し

て
、
彼

は

『
エ
ミ
ー

ル
』
を

書

き
上
げ

た

の

で
あ

る
。

人
間

に
は
、

「自

然

の
秩

序

」

の
中

に

「
人
間

」

と

い
う

門
位

置
」

が
与

え
ら

れ

て

い
る
。
そ

の

「
自
然

の
秩
序

し

と

は
、
神

の
意

志

に
よ

る
作
品

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

万
物

の
創

造
者

で
あ

る
神

は
、

そ

の
意

志

に
よ

っ
て

「
自

然

の
秩

序

」
の
中

に

「
人

間
」
を
位

置
付

け

た

の
で
あ

る
。

ど

の
よ
う

に
位

置
づ

け

た
か

と

い
う

と
、

「
人

間
」
と

し

て
生

き

る
よ
う

に
位

置

づ
け

た
、
命

じ

た

の
で
あ

る
。

人
間

の
内

的

発
達

に
は
、

各
段

階

が
あ

り
、

そ
れ

も
神

に
よ

っ
て
与

え

ら

れ
た

「
秩
序

」
で
あ

る
。

そ

の

「
秩
序

」
は
、

「
人

間
」

の
完

成

に
向

か

っ
て
継
起

的

に
展
開

し

て

い
る
。

で
は
、

「
人

間
恥
と
し

て
完
成

さ

れ

る
と

は
ど
う

い
う

こ
と

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ

れ
は
、

神

に
よ

っ
て
そ

の

完

成

の
た

め

に
与

え

ら
れ

て

い
る
潜
在

能
力

の
展

開

で
あ

る
。
自

然

的
感

情

の

「
自

己
愛

」
が

「
憐

れ

み

の
情

」

へ
と
展

開

し
、
自

分

と

い
う
も

の
を
他

者

へ
、

そ
し

て
人
類

へ
と
拡

大
し

て

い
く
。
潜

在
的

能

力

で
あ

る
　

理
性
　

が
目

覚

め
、
そ

れ
が

、
知

的

理
性
し

に
ま

で
発

展

し
、

そ
れ

と
同
時

に
魂

の
声

で
あ

る

「
良

心
」

が
語

り
始

め
、
自

分

と

い
う
も

の
と
宇
宙

、

「自

然

の
秩
序

」

と

の
関

係

を
認
識

し

、

「自

然

の
秩
序

」

の
中

に
　

位
置
　

を
持

つ

「人

間

し
と
し

て
生

き

る
よ
う

に
な

る

の
で
あ

る
。

そ

れ
を

ル
ソ

ー
は

「
モ
ラ

ー

ル
な
秩

序

」
と
呼
び

、

「
市
民

的
秩
序

翫
と

は
区

別

し
て

い
る
。

「
市
民

的
秩

序

」

に
必
要

な
も

の
は
、

「
祖

国
」

と

「
市
民

」

と

「
善

い
社

会
制

度

」

で
あ
り

、
そ

こ

に
自

然

的
感

情
な

ど

と

い
う

も

の
は
入

り

こ
め
な

い
の
で
あ

る
。



更

に
、
　
エ
ミ
ー

ル
』

の

テ
キ

ス
ト
上

、
青
年

は

「
市

民
」

に
は
な

ら
な

い
。

「祖

国

」

は
無

く

と
も

「
国

し

は
あ

る

の
だ
が
、

そ

こ

に
見

ら

れ

る
人

々

は
自
尊

心

の
固

ま
り

で
は

な
く
、

自
己

愛

か
ら
育

ま

れ
た

「
憐

れ

み

の
情

」

に
よ

る
同
胞

意
識

の
持

ち
主

で
あ

り
、

お
互

い
が
制
度

で
は

な
く
愛

に
よ

っ
て
結

ば

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

以

上

の
こ

と
か

ら
、
私

は
、

『
エ
ミ

ー

ル
』

に
お

い
て

ル
ソ

ー
は

「市

民

」
で
は

な
く

「
人
間

」
を
作

る

こ
と

を
目
的

と

し
た

の

で
あ

る
と
結
論

付
け

た

い
。

そ
し

て
、
こ

の

こ
と
か

ら
、
始

め

に
あ
げ

た
従

来

の
ル
ソ

ー
解

釈
者

達

へ
の
反
論

も
可
能

と
な

っ
た

こ
と

で
あ

ろ
う
。
更

に
、
　
社
会

契
約
論

』

と

の
関

係

付

け

に
も
、
新

た

な
見
地

を

提
示

す

る
こ

と
と
な

っ
た
。

そ
れ

は
、

ル
ソ

ー

の
全

著
作

を
、

ス
タ

ロ
バ

ン

ス
キ
ー

の
よ
う

に

　
透

明
」

と

い
う

一
元
的

な
構

造

で
捉

え

て
し
謙

っ
た

り
、

バ
チ

コ
の
よ
う

に
疎

外
状

況
克

服

の
過
程

と

し
て
捉

え

た
り

と

い

っ
た
具
合

に
、
単

純

に
は
捉

え

ら
れ

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ル
ソ

ー
は

『
エ
ミ
ー

ル
』

に

お

い
て

「
モ
ラ
ー

ル
な
秩

序
」

を
提

示

し
た

の

で
あ

る
。

そ

れ
は

一

つ
の
在

り

方

で
あ

っ
て
、

他

の
著
作

と

一
元
的

に
取
り
扱

え

る
も

の
で
は

な

い
。

「
市

民
的
秩

序

し
も
、

一
つ
の
在

り
方

で
あ

ろ
う

。

つ
ま

り
、

ル

ソ

ー
は
同

時
期

に
二

つ
の
人
間

の
在

り
方

、

す
な

わ

ち

「
人

間
」

と

「
市
民

」

と

い
う
在

り
方

を
構
想

し

た

の
で
あ

る
。

以

下

の
こ

と
が
今

後

の
課
題

と

し

て
立

ち

現
れ

て
く

る
。
　
エ
ミ
ー

ル
』
の
位

置

付

け
を
更

に
確

か
な
も

の

に
す
る

た
め

に

に
、

ル
ソ

ー
の
政

治

的
著

作
群

の
内

部

で

の
解

釈

が
必
要

と

な

る
。
更

に
、

ル
ソ
ー

の
晩

年

の

『
孤
独

な
散

歩
者

の
夢

想
』

も
、

ま

た
別

の
在

り
方

を
提

示
し

た
も

の

な

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
と

い
う
疑

問
。

ル
ソ

ー

に
お
け

る
様

々
な
矛

盾
、

断
絶

を

一
つ
の
在

り
方

と
し

て
捉

え
よ

う
と

し

て
き
た

の
が
従

来

の

ル
ソ
ー
解

釈

で
あ

っ
た

が
、

ル
ソ
ー

は
そ

の

一
生

の
間

に
人

間

の
三

つ
の
在

り
方

を
提

示

し
た

の

で
は
な

い
か
と

い
う
疑

問

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の

問

い
に
答

え

て

い
く

こ
と
が
、

今
後

の
私

の
課
題

で
あ

る

と

い
え
よ
う

。

凡
例

ル

ソ
ー

の
著

作

は
、
　
　

(
　

)

を
使

用
。



鮭

(1
)
　

(2
>

管
嬢

こ
や

㎝
鰹

「教

育

に
よ

る
止

揚

」

と

呼

ん

で

い
る

。

(3
)
　

(4
)

作

田

啓

一
、

「
ル
ソ

ー

布

民

と
個

人
し
、

お

露

'

筑

摩

書

房
。

(5
)

同
書

、
ロ
・崔
S

(6
)

橋

本

三
太

郎

、

「
ル
ソ

ー
教

育

学

の

形
成

に
関

す

る
研

究

」、

峯
8

'

風

間
書

房

。

戸

お
p

(7
)
　

(
oi
)

橋

本
氏

、

前

述

書
、
　

(11
)
　

(16
)
　

(
17
>
　

(18
)

ル
ソ
ー
に
お
い
て
理
性

は
人
間
の
潜
在
能
力
で
あ

る
。
そ
の
能
力

は
成
長
と
と
も

に
継
起
的

に
発
展
し
て
い
く
。
彼

は
、
単
純
観
念

を
作
る
だ
け
の
も

の
を
感
覚
的
理
性

(
子
供

の
理
性
)

と
呼
び
、
い
く

つ
か
の
単
純
観
念
の
綜
合

に
よ

っ
て
複
合
観
念

を
作

る
も
の
を
知
的
理
性

(人
間

の
理
性
〉

と
呼



(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)

(24
)

「
自
分
を
孤
立
的
な
存
在

と
見
倣
し
、
何
者

に
も
囚
わ
れ
ず
、
自
分
だ
け

で
自
足

し
た

い
と
欲
す

る
人
は
、
惨

め
な
も
の
に
し
か
な
れ
な
い
だ
ろ
う
。」

故

に
、
人
間

は
社
会

の
中

で
生
き
て
い
く
よ
う
に
で
き
て
い
る
、

そ
れ
が
自
然

の
第

一
の
法
で
あ
る
と

ル
ソ
ー
は
言
う
。
　

・

ん

で

い
る
。


