
　ルソーの読み方、読まれ方（小林）

― 279 ―

ル
ソ
ー
の
読
み
方
、
読
ま
れ
方

小
　
林
　
善
　
彦
　

　
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
作
家
の
な
か
で
、
後
世
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
を
数
人
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
疑
い
も
な
く
ル
ソ
ー

は
そ
の
な
か
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ル
ソ
ー
は
生
前
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
一
方
で
は
親
し
ま
れ
、
尊
敬
さ
れ
、
と
き
に
は

「
聖
人
」「
賢
者
」
と
呼
ば
れ
て
教
祖
の
よ
う
に
崇
拝
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
嫌
わ
れ
、
批
判
さ
れ
、
「
狂
人
」
と
の
の
し
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
き
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
も
、
評
価
が
極
端
に
分
か
れ
る
の
は
、
ル
ソ
ー
の
作
品
が
読
者
に
強
い
印
象
を
与

え
る
と
同
時
に
、
読
ま
れ
方
が
各
人
各
様
さ
ま
ざ
ま
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、
彼
の
活
動
範
囲
が
広
か
っ

た
こ
と
も
、
多
様
な
読
ま
れ
方
を
し
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
の
著
作
を
見
る
と
、
そ
の
扱
っ
た
主
題
は
政
治
、
文
明
批
評
、
小

説
、
詩
、
教
育
、
自
伝
、
音
楽
な
ど
に
お
よ
び
、
そ
の
読
解
も
影
響
も
多
様
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
さ
に「
近
代
の
入
口
に
は

い
た
る
と
こ
ろ
に
ル
ソ
ー
が
い
る
」
（
ラ
ン
ソ
ン
）
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
ル
ソ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
で
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
の
、
概
略
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
そ
れ

は
わ
れ
わ
れ
が
ル
ソ
ー
を
ど
う
読
む
か
の
参
考
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
私
は
「
ル
ソ
ー
を
ど
う
読
む
べ
き
か
」
と
か
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「
正
し
い
読
み
方
」
な
ど
を
示
す
気
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
多
面
的
な
人
間
の
著
作
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
極
端
な
事
実
誤
認
か
故
意
に
曲
げ
て
読
ん
だ
場
合
を
除
け
ば
、
誤
読
も
ま
た
ひ
と
つ
の
解
釈
と
な
り
う
る

し
、
と
く
に
多
く
の
人
が
そ
う
読
ん
だ
と
き
に
は
、
ひ
と
つ
の
読
解
と
し
て
認
め
た
方
が
よ
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
影
響
に
つ
い

て
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
ル
ソ
ー
の
著
作
を
読
ん
で
、
直
接
的
、
実
質
的
に
影
響
を
受
け
た
人
も
い
る
が
、
読
ま
な
い
人

で
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
う
る
し
、
「
ル
ソ
ー
神
話
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
影
響
も
あ
り
う
る
。
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さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
影
響
を
、
ご
く
概
略
的
に
見
て
い
く
と
、
ル
ソ
ー
は
生
前
か
ら「
感
じ
や
す
い
魂
」の
人
、

古
典
主
義
時
代
の
理
性
的
人
間
像
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
新
し
い
人
間
像
の
人
と
し
て
、
広
く
敬
愛
さ
れ
て
い
た
。
主
と
し
て

『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
影
響
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
小
説
に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
は
、
文
学
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
く

て
「
人
生
の
師
」
と
な
り
、
彼
の
も
と
に
は
読
者
か
ら
の
人
生
相
談
の
手
紙
が
殺
到
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
読
者
の
共
感
が
強
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
死
後
も
彼
が
埋
葬
さ
れ
た
土
地
へ
の
「
エ
ル
ム
ノ
ン
ヴ
ィ
ル
詣
で
」
は
続
く
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
に
な
る
と
、
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
の
著
者
、
政
治
思
想
家
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
派
の
各
党

は
ル
ソ
ー
主
義
の
名
の
も
と
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
彼
ら
が
ど
こ
ま
で
『
社
会
契
約
論
』
を
読
み
、
理
解
し
て
い
た
か
は
分

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
社
会
契
約
論
』
の
内
容
を
説
明
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
全
国
に
広
ま
っ
て
い

た
ら
し
い
か
ら
、
一
種
の
大
衆
的
な
伝
播 diffusion populaire 

の
形
と
し
て
の
ル
ソ
ー
の
影
響
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
革
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命
は
「
ル
ソ
ー
の
せ
い
だ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
せ
い
だ
」
と
歌
う
ガ
ヴ
ロ
シ
ュ
少
年
（『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』）
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。

し
か
し
、
革
命
が
な
に
も
か
も
ル
ソ
ー
の
影
響
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
主
張
に
反
発
し
た
の
か
、
革
命
家
の
演
説
を
は
じ
め

と
す
る
言
動
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
調
べ
て
、
そ
れ
ら
が
ル
ソ
ー
の
思
想
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
風
変
わ
り
な

研
究
も
あ
る
（
1
）
。
だ
が
こ
の
証
明
は
や
は
り
無
理
で
あ
り
、
一
七
八
九
年
の
『
人
権
宣
言
』
や
一
七
九
三
年
の
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
コ

バ
ン
憲
法
は
、
明
瞭
に
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
影
響
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
十
九
世
紀
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
は
帝
政
、
王
政
、
共
和
制
と
つ
ぎ
つ
ぎ
に
変
り
、
そ
の
た
び
に
ル
ソ
ー
に
対
す
る
評

価
も
変
化
す
る
が
、
二
百
年
経
っ
た
い
ま
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
前
文
に
は
、
「
一
七
八
九
年
の
宣
言
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た

よ
う
な
人
権
お
よ
び
国
民
主
権
の
原
則
へ
の
愛
着
を
厳
粛
に
宣
言
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
思
想
は
フ
ラ
ン

ス
共
和
国
の
基
礎
を
な
す
思
想
と
し
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
な
る
と
、
ル
ソ
ー
は
ふ
た
た
び
感
性
の
解
放
の
人
、
古
典
主
義
的
な
理
性
的
人
間
観
を
打
ち

破
る
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
あ
か
し
は
理
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
感
情
の
高
揚
の
う
ち
に
幸
福
を
感
じ

る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
ロ
マ
ン
主
義
者
は
、
自
分
た
ち
の
先
駆
者
を
ル
ソ
ー
の
な
か
に
発
見
す
る
。
ま
た
ル
ソ
ー
の
作
品
の
な
か

に
現
わ
れ
る
美
し
い
自
然
描
写
、
叙
情
的
感
動
は
、
詩
人
た
ち
の
模
範
と
な
る
。
こ
の
ロ
マ
ン
的
な
ル
ソ
ー
読
解
は
、
革
命
的
思
想

家
ル
ソ
ー
と
並
ん
で
そ
の
影
響
は
ド
イ
ツ
、
英
国
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
及
ん
で
長
く
続
き
、
現
在
も
ま
だ
終
っ
た
と
は
言

い
難
い
。

　
第
三
共
和
制
の
時
代
に
な
る
と
、
ル
ソ
ー
を
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
家
と
し
て
と
ら
え
る
読
み
方
が
出
て
く
る
。
そ
の
代
表

的
な
人
は
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ラ
ン
ソ
ン
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』
の
ル
ソ
ー
の
章
で
、
き
わ
め
て
明
快
な
公
式
の
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形
で
、
ル
ソ
ー
の
思
想
を
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち「
自
然
は
人
間
を
善
良
に
つ
く
っ
た
が
、
社
会
が
そ
れ
を
邪
悪
に
し
た
。
自
然
は

人
間
を
自
由
に
つ
く
っ
た
が
、
社
会
が
そ
れ
を
奴
隷
に
し
た
。
自
然
は
人
間
を
幸
福
に
つ
く
っ
た
が
、
社
会
が
そ
れ
を
悲
惨
に
し

た
。」
ラ
ン
ソ
ン
は
こ
の
公
式
に
も
と
づ
い
て
ル
ソ
ー
を
読
み
、
従
来
ル
ソ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
の
作
品
の
な
か
に
統
一
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
ラ
ン
ソ
ン
の
読
解
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
合

理
的
、
実
証
的
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
読
み
方
で
、
そ
の
後
も
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
継
承
さ
れ
て
、
た
と
え
ば
ダ
ニ
エ
ル
・
モ
ル
ネ
や
第
二

次
大
戦
後
の
ド
ラ
テ
の
研
究
は
そ
れ
を
さ
ら
に
緻
密
な
も
の
に
し
て
い
る
（
2
）
。

　
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ル
ソ
ー
読
解
に
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
六
八
年
の
五
月
革
命
で
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
が
好
ん
で
と
な
え
た

ス
ロ
ー
ガ
ン
「
想
像
力
に
権
力
を
与
え
よ
」
が
示
す
よ
う
に
、
伝
統
的
な
合
理
主
義
的
な
思
考
よ
り
も
、
感
性
の
解
放
を
主
張
す
る

潮
流
に
乗
っ
て
、
ル
ソ
ー
を
見
る
視
線
も
変
わ
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
合
理
的
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
技
術
を
重
視
す
る
音
楽
よ
り
も
、

心
に
訴
え
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
こ
そ
は
真
の
音
楽
だ
と
す
る
ル
ソ
ー
の
音
楽
論
、
『
言
語
起
源
論
』が
再
評
価
さ
れ
た
。
二
百
年
の
間
、
研

究
者
た
ち
か
ら
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
短
い
論
文
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
最
初
の
言
語
は
感
情
か
ら
発
し
た

叫
び
声
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
文
法
が
完
成
し
、
理
性
的
な
言
語
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
堕
落
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
ル
ソ
ー
の
論

法
に
六
八
年
の
学
生
が
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
著
作
で
は
、
し
ば
し
ば
伝
統
的
な

デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
へ
の
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
も
バ
カ
ロ
レ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
論
文
試
験

で
は
、
問
題
を
三
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
や
は
り
デ
カ
ル
ト
の
子
孫
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
高
度
工
業
国
家
が
か
か
え
る
問
題
か
ら
、
ル
ソ
ー
を
新
た
に
評
価
す
る
読
み
方
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ

ち
生
産
力
が
発
展
し
、
生
活
が
豊
か
に
な
れ
ば
、
人
間
は
知
識
と
理
性
に
よ
っ
て
無
知
と
偏
見
を
打
ち
破
り
、
幸
せ
に
な
れ
る
と
い



　ルソーの読み方、読まれ方（小林）

― 283 ―

う
十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
（
そ
の
代
表
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
）
に
対
し
て
、
物
質
的
な
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
人
間
は
、

は
た
し
て
幸
福
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
ル
ソ
ー
は
問
い
か
け
て
い
る
。
む
し
ろ
豊
か
な
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
人
間
は
自
然
を

破
壊
し
、
不
平
等
を
進
め
、
不
健
康
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ル
ソ
ー
の
問
題
提
起
は
、
現
代
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
農
業
と
手
工
業
の
技
術
革
新
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
あ
た
ら
し
い
技
術
を
紹

介
し
た
の
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
編
集
し
た
『
百
科
全
書
』
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
十
七
巻
の
本
文
の
ほ
か
に
十
一
巻
の
図
版
を
出
版
し

た
こ
と
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
新
し
い
機
械
や
道
具
は
文
章
で
は
説
明
で
き
な
い
が
、
図
版
を
使
え
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。

『
百
科
全
書
』に
十
一
巻
も
の
図
版
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
こ
の
時
代
が
技
術
革
新
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

日
に
日
に
生
産
方
法
が
改
善
さ
れ
て
、
人
び
と
が
そ
の
結
果
を
享
受
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
に
、
「
そ
れ
で
幸
福
に
な
れ
る
の
か
」
と

い
う
根
源
的
な
問
い
を
出
し
た
の
が
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
き
わ
め
て
現
代
的
な
問
題
を
投
げ
か
け

た
思
想
家
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
日
本
に
い
つ
ル
ソ
ー
の
名
前
が
知
ら
れ
た
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
加
藤
弘
之
の
『
立
憲
政
体
略
』
（
慶
応
四
年
）
の
な
か
に
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ロ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
な
ど
と
並
ん
で
ル
ソ
ー
（
蘆
騒
）
の
名
が
見
え
る
（
3
）
。
ま
た
『
明
六
雑
誌
』
第
三
号
（
明
治

七
年
）
に
も
、
「
ル
ウ
ソ
ウ
氏
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
（
4
）
。
し
か
し
、
日
本
に
ル
ソ
ー
を
紹
介
し
た
人
と
い
え
ば
、
「
東

洋
の
ル
ソ
ー
」
と
い
わ
れ
た
中
江
兆
民
で
あ
る
。
彼
は
パ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
直
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
、
明
治
七
年
に
帰
国
す
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る
と
、
麹
町
六
番
町
に
仏
学
塾
を
開
き
、
政
治
、
法
律
、
歴
史
、
哲
学
な
ど
を
教
授
し
た
。
当
時
こ
の
塾
で
学
ん
だ
者
は
全
部
で
二

千
人
に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
兆
民
は
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
を
講
義
し
、
そ
の
訳
は
写
本
さ
れ
て
流
布
し
て

い
た
が
、
明
治
十
五
年
に
は
『
民
約
訳
解
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。
内
容
は
第
一
編
と
第
二
編
の
六
章
ま
で
で
あ
る
。
『
社
会
契

約
論
』
の
翻
訳
と
し
て
は
、
服
部
徳
訳
の
『
民
約
論
』
が
明
治
十
年
に
、
ま
た
原
田
僭
の
『
民
約
論
覆
義
』
が
明
治
十
六
年
に
出
て

お
り
、
す
べ
て
漢
文
訳
で
あ
る
。
し
か
し
兆
民
の
訳
と
比
較
す
れ
ば
、
ル
ソ
ー
思
想
の
理
解
で
は
兆
民
の
方
が
は
る
か
に
深
く
、
漢

文
の
文
章
も
兆
民
が
断
然
優
れ
て
い
る
。
兆
民
の
翻
訳
は
訳
者
の
原
著
に
対
す
る
深
い
理
解
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
同
時
に
い
か

に
す
ぐ
れ
た
思
想
で
も
、
訳
文
が
立
派
で
な
け
れ
ば
た
い
し
た
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
兆
民
の
文
才
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
翻
訳
の
ひ
と
つ
の
問
題
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
兆
民
の
翻
訳
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
に
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
概
念
、
た
と
え
ば
「
市
民
」「
主
権

者
」
な
ど
を
ど
う
訳
す
か
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
思
想
を
現
在
の
研
究
者
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
見
事
に
理
解
し
て
い
た
兆
民

は
、
な
に
よ
り
も
当
時
の
日
本
人
に
『
社
会
契
約
論
』
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
全
体
の
意
味
を
と
り
な
が
ら
訳
文
を
作
り
、
当

時
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
概
念
に
は
、
儒
教
の
用
語
を
用
い
た
。
そ
の
方
が
読
者
に
は
分
か
り
易
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
「
市
民
」
を
「
士
大
夫
」
ま
た
は
「
士
」
と
訳
し
、
「
主
権
者
」
は
「
君
」、
「
自
然
」
は
「
天
」
ま
た
は
「
天
理
」
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
民
主
権
を
説
く
こ
の
ル
ソ
ー
の
著
作
に
お
い
て
、
主
権
者
が
君
に
な
っ
て
は
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
兆
民
が
翻
訳
を
途
中
で
や
め
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
『
民
約
訳
解
』
は
自
由
民
権

運
動
時
代
の
政
治
青
年
た
ち
に
よ
く
読
ま
れ
、
運
動
の
た
め
に
は
第
二
編
第
六
章
ま
で
、
つ
ま
り
人
民
主
権
、
直
接
民
主
制
の
理
論

で
十
分
で
あ
っ
た
。
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兆
民
の
『
民
約
訳
解
』
は
自
由
民
権
運
動
を
通
じ
て
、
日
本
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
と
こ
ろ
が
兆
民
は
ル
ソ
ー
の

他
の
作
品
、
た
と
え
ば『
告
白
』、
『
エ
ミ
ー
ル
』、
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』な
ど
は
素
通
り
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
著
作
を
読
む
と
、
他

の
作
品
も
読
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
（
5
）
、
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
彼
に
は
、
封
建
思
想
か
ら
の
解
放
、
近
代
的
な
政
治
制
度
の
確
立
な
ど
へ
の
関
心
は
あ
っ
て
も
、
感
情
の
高
揚
や
自
我
の
解

放
は
実
際
の
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
儒
学
の
素
養
が
深
か
っ
た
兆
民
に
と
っ
て
、
「
修
身
斎
家
治
国

平
天
下
」
の
み
が
関
心
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
い
え
ば
、
ル
ソ
ー
は
ま
ず
『
社
会
契
約
論
』
の
著
者
と
し
て
の
み
、
わ

が
国
に
知
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
の
急
進
主
義
的
な
政
治
思
想
は
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
攻
撃
も
す
ぐ
に
現
わ
れ
た
。
明

治
十
五
年
、
東
京
大
学
総
理
加
藤
弘
之
は
、
『
人
権
新
説
』
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
を
攻
撃
し
た
。

「
古
今
未
曾
有
の
妄
想
論
者
ト
ハ
誰
ソ
。
即
彼
有
名
ナ
ル
蘆
騒
氏 

仏
人 

是
ナ
リ
。
此
人
天
性
慷
慨
激
烈
ニ
シ
テ
、
偶
仏
国
王
権
勢
極

盛
ノ
世
ニ
出
テ
、
其
壇
制
抑
圧
ニ
遇
テ
憤
懣
ノ
情
ニ
堪
ヘ
ス
、
為
メ
ニ
着
実
ニ
事
理
ヲ
研
究
ス
ル
能
ハ
ス
、
遂
ニ
己
レ
カ
妄
想
ニ
誤

ラ
レ
テ
彼
著
名
ナ
ル
民
約
論
ヲ
著
シ
…
」

　
加
藤
は
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
を
批
判
し
、
人
間
が「
自
由
自
治
平
等
均
一
ノ
権
利
ヲ
固
有
セ
リ
ト
ナ
セ
ル
天
賦
人
権
主
義
ノ
如
キ
」

は
、
現
実
に
は
合
わ
な
い
と
い
っ
て
い
る
（
6
）
。
つ
ま
り
ル
ソ
ー
の
思
想
は
、
紹
介
さ
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
、
危
険
な
思
想
に

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
目
の
明
治
二
十
二
年
、
日
本
で
は
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
議
会
開
催
、
教
育
勅
語
と
出
来

事
が
続
い
た
あ
と
、
言
論
か
ら
は
「
自
由
」
と
い
う
語
が
消
え
て
い
き
、
民
権
思
想
は
民
族
主
義
思
想
に
押
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
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民
権
思
想
の
後
継
者
は
幸
徳
秋
水
ら
の
初
期
の
社
会
主
義
者
と
な
る
。
か
く
し
て
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
は
今
後
、
社
会
主
義
の
な
か

に
溶
け
込
ん
で
永
く
野
党
の
思
想
と
な
っ
た
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
政
治
思
想
家
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
影
響
力
を
失
っ
て
い
く
そ
の
年
、
ま
さ
に
明
治
二
十
三
年
に
、
『
告
白
』
が
『
懺
悔
録
』
と
い

う
題
で
、
森
鴎
外
に
よ
っ
て
抄
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
十
年
後
の
明
治
三
十
三
年
に
な
る
と
、
石
川
戯
庵
訳
と
生
田
長
江
訳
の
二
種
類
の

全
訳
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
ル
ソ
ー
は
『
告
白
』
の
作
者
と
し
て
、
政
治
に
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
人
間
と
し
て
、
近

代
日
本
文
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
か
ら
影
響
を
受
け
た
日
本
の
作
家
は
、
島
崎
藤
村
、
國
木
田
独
歩
、
田

山
花
袋
を
は
じ
め
と
し
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
数
が
多
く
、
影
響
も
ま
た
複
雑
な
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
そ
の
な
か
か
ら
島
崎
藤
村
の
例
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
藤
村
は
明
治
二
十
七
年
、
二
十
三
歳
の
時
に
『
告
白
』
を
英
訳
で
読
み
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
そ
の
と
き
の
感
動
を
彼
は
十
五

年
後
に
、
「
ル
ウ
ソ
オ
の
『
懺
悔
』
中
に
見
出
し
た
る
自
己
」
と
題
し
て
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
藤
村
は
こ
の
本
を
読
ん
で

い
く
う
ち
に
「
今
迄
意
識
せ
ず
に
居
た
自
分
と
い
ふ
も
の
を
引
出
さ
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
「
真
に
束
縛
を
離

れ
て
こ
の
『
生
』
ラ
イ
フ 

を
視
よ
う
と
す
る
そ
の
精
神
」
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

　「
私
が
ル
ウ
ソ
オ
に
就
て
面
白
く
思
ふ
こ
と
は
、
文
学
者
と
か
、
哲
学
者
と
か
、
あ
る
ひ
は
教
育
家
と
か
の
専
門
家
を
以
て
自
ら

任
じ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
唯
『
人
』
と
し
て
進
ん
で
行
っ
た
処
に
あ
る
。
あ
の
一
生
煩
悶
を
続
け
た
処
に
あ
る
…
彼
の
『
懺
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悔
』
は
矢
張
り
吾
々
と
同
じ
や
う
に
、
失
望
も
す
れ
ば
落
胆
も
す
る
弱
い
人
間
の
一
生
の
記
録
だ
（
7
）
。」

　
三
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
滞
在
か
ら
帰
国
し
た
藤
村
は
、
や
が
て
『
新
生
』
を
書
く
が
、
そ
こ
に
は
『
告
白
』
の
影
響
と
思
わ
れ
る
文

章
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

　「
か
り
に
人
生
の
審
判
が
あ
っ
て
、
自
分
も
ま
た
一
被
告
と
し
て
立
た
さ
れ
る
と
い
う
場
合
に
当
り
、
い
か
な
る
心
理
を
盾
と
し

て
自
分
の
な
か
に
起
っ
て
き
た
こ
と
を
言
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。」
（
第
一
巻
、
九
七
章
）

　「
も
し
嘘
で
か
た
め
た
自
分
の
生
活
を
根
本
か
ら
覆
え
し
、
暗
い
所
に
あ
る
自
分
の
苦
し
い
心
を
明
る
み
へ
持
ち
出
し
て
、
良
い

事
も
悪
い
事
も
な
に
も
か
も
公
衆
の
前
に
白
状
し
て
、
こ
れ
が
自
分
だ
、
捨
吉
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
ら
。」（
第
二
巻
、
九
二
章
）

　
こ
れ
を
『
告
白
』
第
一
巻
の
は
じ
め
の
文
章
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　「
最
後
の
審
判
の
ラ
ッ
パ
が
い
つ
鳴
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
私
は
手
に
こ
の
書
物
を
持
っ
て
、
最
高
の
審
判
者
の
前
に
出
て
い
こ

う
。
私
は
声
高
く
こ
う
言
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
私
の
や
っ
た
こ
と
で
す
。
考
え
た
こ
と
で
す
。
か
つ
て
の
私
の
姿
で
す
。
私
は
善
も

悪
も
同
じ
よ
う
に
率
直
に
語
り
ま
し
た
。」

　
か
く
し
て
ル
ソ
ー
は
『
告
白
』
の
作
者
、
人
間
解
放
の
作
家
、
「
自
由
に
考
え
、
自
由
に
書
き
、
自
由
に
行
な
ふ
」
人
と
し
て
、

明
治
、
大
正
の
作
家
た
ち
に
よ
く
読
ま
れ
、
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
『
社
会
契
約
論
』は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
内
容
を
主
張
す
る
こ
と
自
体
が
、
違
法
行
為
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
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い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
自
由
教
育
運
動
の
時
代
に
な
る
と
、
ル
ソ
ー
は
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
著

者
と
し
て
知
ら
れ
、
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
こ
ん
ど
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』か
ら
の
直
接
の
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
そ

れ
を
通
し
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
、
フ
レ
ー
ベ
ル
か
ら
の
影
響
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
『
エ
ミ
ー
ル
』
は
す
で
に
明
治
時
代

か
ら
、
抄
訳
の
形
で
紹
介
さ
れ
て
は
い
た
が
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
な
る
と
三
浦
関
造
の
訳
が
出
版
さ
れ
、
十
年
間
に
五
十

版
を
重
ね
た
。
途
中
か
ら
小
型
版
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
八
百
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
分
厚
い
本
で
、
大
正
十
二
年
の
定
価
は
二
円
三
十

銭
と
あ
る
か
ら
、
当
時
の
物
価
か
ら
考
え
れ
ば
か
な
り
高
い
の
に
、
よ
く
売
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
翻
訳

は
そ
の
ほ
か
に
も
内
山
賢
次
が
大
正
十
一
年
（
一
九
九
二
）
に
、
平
林
初
之
輔
訳
が
二
年
後
の
大
正
十
三
年
に
出
て
い
る
。
と
り
わ

け
平
林
訳
は
、
昭
和
二
年
に
岩
波
文
庫
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
最
初
の
文
庫
本
の
一
冊
に
な
っ
て
、
ほ
ぼ
毎
年
版
を
重
ね
る
ほ
ど
広
く

読
ま
れ
た
。

　
さ
て
自
由
教
育
運
動
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
「
知
は
力
な
り
」
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
子
供
の
天

性
、
個
性
を
重
ん
じ
て
、
自
発
活
動
を
主
と
し
、
人
間
的
な
完
成
を
め
ざ
す
教
育
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
わ
が
国
で
は
、

比
較
的
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。
と
い
う
の
は
、
中
江
兆
民
の
場
合
で
も
見
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代

以
来
の
伝
統
的
な
学
問
で
あ
っ
た
儒
学
に
お
い
て
は
、
学
問
の
目
的
は
知
の
み
で
は
な
く
て
、
「
修
身
」
つ
ま
り
徳
を
養
う
こ
と
を

重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
み
ず
か
ら
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
」、
つ
ま
り
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
の
主
権
者
の
一
員
で
あ
る

こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
た
ル
ソ
ー
の
学
問
観
も
ま
た
、
知
に
徳
を
結
び
つ
け
た
点
に
特
長
が
あ
っ
た
。
と
い
う
わ
け
で『
エ
ミ
ー

ル
』は
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
る
や
い
な
や
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
多
く
の
読
者
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
教
育
の
思
想
の
結

果
と
し
て
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
創
立
さ
れ
た
「
自
由
学
園
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
「
学
園
」
が
創
ら
れ
た
。
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こ
れ
に
比
較
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
ソ
ー
の
教
育
思
想
を
原
理
と
し
て
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
フ
レ
ネ
ー
運
動
は
、
子
供

に
自
由
な
表
現
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
的
な
思
考
過
程
を
重
視
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
大
き
な
力
に
な
っ
て
い

る
と
は
い
い
難
く
、
依
然
と
し
て
主
知
主
義
的
な
教
育
が
主
流
を
な
し
て
い
る
。

　
結
論
と
し
て
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
の
わ
が
国
で
は
、
ル
ソ
ー
は
『
告
白
』
の
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
エ
ミ
ー

ル
』の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
作
品
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
別
々
の
領
域
で
読
ま
れ
、
影
響
を
与
え

て
い
て
、
文
学
と
教
育
が
総
合
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
作
品
は
ひ
と
つ
ず
つ
個
々
別
々
に
読
ま
れ
、
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
軍
国
主
義
が
強
ま

る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
国
体
に
合
わ
な
い
言
説
」
と
し
て
退
け
ら
れ
た
。
実
を
い
え
ば
ル
ソ
ー
の
著
作
、
と
り
わ
け
そ

の
政
治
思
想
は
、
明
治
の
は
じ
め
か
ら
一
貫
し
て
、
体
制
側
か
ら
は
否
定
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
東
京
帝
国
大
学

文
科
大
学
教
授
の
箕
作
元
八
は
、
西
洋
史
の
教
科
書
の
な
か
で
、
ル
ソ
ー
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　「
中
に
も
ル
ソ
ー
は
空
想
に
耽
り
て
、
極
端
な
る
自
由
平
等
論
を
唱
へ
、
大
い
に
人
心
を
惑
は
せ
り
（
8
）
。」
（
明
治
四
四
年
）

　
ま
た
別
の
教
科
書
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　「
そ
の
（
ル
ソ
ー
の
）
所
論
空
想
に
走
り
誤
謬
に
陥
れ
る
と
こ
ろ
あ
り
と
雖
も
、
そ
の
文
辞
巧
妙
な
り
し
が
た
め
一
時
大
い
に
行
は

れ
、
人
心
を
迷
は
し
め
た
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
（
9
）
。」
（
大
正
五
年
）
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教
科
書
に
お
け
る
こ
の
種
の
ル
ソ
ー
批
判
と
そ
の
例
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
書
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い

が
、
「
わ
が
国
体
と
国
風
と
に
適
せ
ず
」
と
し
て
退
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
が
終
っ
て
自
由
な
言
論
が

可
能
に
な
る
と
、
ル
ソ
ー
は
再
び
読
ま
れ
、
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
研
究
は
、
桑
原
武
夫
を

中
心
と
す
る
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
が
行
な
っ
た
共
同
研
究
『
ル
ソ
ー
研
究
』（
一
九
五
一
）
で
あ
っ
た
。
文
学
や
思
想
を
共
同

研
究
す
る
こ
と
自
体
が
珍
し
い
試
み
で
あ
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
の
研
究
者
が
集
ま
っ
て
、
ル
ソ
ー
と
い
う
多
面
的
な
存
在
を

全
体
的
、
総
合
的
に
研
究
し
、
討
論
し
た
と
い
う
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
が
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
八
十

年
余
り
、
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た
の
ち
に
、
そ
の
研
究
は
よ
う
や
く
世
界
の
水
準
に
達
し
た
と
い
え
る
。
一
例
を
あ
げ
る

な
ら
ば
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
も
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
『
言
語
起
源
論
』
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
論
文
が
書
か

れ
て
い
る
（
10
）
。

　
も
と
よ
り『
ル
ソ
ー
研
究
』は
研
究
論
文
集
で
あ
る
か
ら
、
兆
民
の
よ
う
に
名
文
を
綴
っ
て
政
治
運
動
に
誘
う
わ
け
で
も
な
い
し
、

藤
村
の
よ
う
に
読
む
者
に
感
動
を
与
え
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
が
多
く
の
読
者
を
持
つ
わ
が

国
で
は
、
ど
う
読
む
か
に
つ
い
て
の
示
唆
を
い
ま
な
お
与
え
る
研
究
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
最
後
に
、
こ
れ
は
ル
ソ
ー
の
読
解
と
い
う
よ
り
は
、
ル
ソ
ー
に
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
、
「
自
然
に
か
え
れ
」

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
で
も
、
高
校
の
世
界
史
で
「
ル
ソ
ー
は
『
自
然
に
か
え
れ
』と
い
っ
た
」



　ルソーの読み方、読まれ方（小林）

― 291 ―

と
習
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ル
ソ
ー
は
そ
の
著
作
の
な
か
で
、
一
度
も
「
自
然
に
か
え
れ
」
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
11
）
、
こ
こ
で
詳
し
く
は
繰
り

返
さ
な
い
が
、
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

（
１
）
ル
ソ
ー
は
「
自
然
に
か
え
れ
」
と
い
っ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
「
自
然
に
は
か
え
れ
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
一

度
な
ら
ず
い
っ
て
お
り
、
「
森
へ
行
っ
て
熊
と
暮
ら
せ
」
い
う
の
は
、
彼
の
敵
た
ち
の
恥
ず
べ
き
解
釈
だ
と
い
っ
て
い
る
。

（
２
）フ
ラ
ン
ス
で
出
た
ル
ソ
ー
の
研
究
書
に
は
、
「
自
然
に
か
え
れ
」は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
の
国
際
研

究
学
会
で
も
、
「
自
然
に
か
え
れ
」と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
私
の
発
表
を
除
け
ば
、
一
度
も
発
せ
ら
れ
な

か
っ
た
。

（
３
）
日
本
の
西
洋
史
、
世
界
史
の
教
科
書
に
は
じ
め
て
「
自
然
に
か
え
れ
」
が
出
て
く
る
の
は
、
昭
和
八
年
で
あ
る
。
そ
れ
以

前
の
教
科
書
で
は
「
自
然
」
の
代
わ
り
に
「
野
蛮
的
原
始
社
会
」、
「
原
始
の
自
然
状
態
」、
「
原
始
的
社
会
」
と
な
っ
て
い

て
、
い
ま
さ
ら
そ
ん
な
状
態
に
戻
れ
る
は
ず
が
な
い
の
だ
か
ら
、
ル
ソ
ー
の
説
は
語
謬
で「
大
い
に
人
心
を
惑
わ
せ
り
」と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
結
論
と
し
て
、
「
自
然
に
か
え
れ
」
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
反
ル
ソ
ー
の
立
場
を
和
ら
げ
て
表
現
し
た
の
で
は

な
い
か
。
ル
ソ
ー
を
好
ま
し
く
な
い
思
想
家
と
し
た
明
治
、
大
正
の
教
科
書
も
基
本
的
に
そ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
い

ま
の
教
科
書
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
が
私
の
論
文
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
後
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
英
米
の
教
科
書
に
は
ル
ソ
ー
はreturn to nature 

ま
た

は back to nature 

と
い
っ
た
と
書
い
て
あ
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
で
も
、
大
正
二
年
に
出
た
三
浦
関
造
の『
エ
ミ
ー
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ル
』
の
翻
訳
に
つ
け
ら
れ
た
ル
ソ
ー
の
伝
記
に
、
す
で
に
「
自
然
に
帰
れ
」
が
見
出
だ
さ
れ
る
（
12
）
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
き
わ
め
て
概
略
的
で
は
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
が
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
見
て
き
た
結
論
と
反
省
と
し
て

（
１
）
わ
れ
わ
れ
の
考
え
は
し
ば
し
ば
一
面
的
で
あ
る
が
、
ル
ソ
ー
は
多
面
的
な
人
間
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
一
面
を
と
り
あ
げ
て

読
ん
で
も
、
な
か
な
か
面
白
い
け
れ
で
も
、
文
明
全
体
が
問
わ
れ
る
時
に
は
、
や
は
り
総
合
的
な
視
野
を
持
っ
て
読
ま
な

け
れ
ば
、
ル
ソ
ー
を
読
み
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２
）
同
時
に
、
み
ず
か
ら
の
問
題
を
持
っ
て
い
る
人
が
、
直
接
テ
ク
ス
ト
か
ら
汲
み
と
っ
た
時
に
、
も
っ
と
も
面
白
い
読
解
が

出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
面
白
い
読
解
が
出
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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