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第
一
章　
『
国
家
』
を
読
む
難
し
さ

１　

何
が
難
し
い
か

読
め
な
い
理
由

『
国
家
』
は
十
巻
か
ら
な
る
大
著
で
す
（
１
）。
文
庫
本
二
冊
分
の
、
し
か
も
内
容
満
載
と
い
っ
た
感
じ
の
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
（c. 470-399 BC

）
を
主
人
公
と
す
る
対
話
篇
で
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
昔
は
黙

読
と
い
う
習
慣
は
な
く
て
音
読
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
音
読
す
る
と
十
二
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
（
２
）。
こ

の
よ
う
に
長
い
対
話
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
（427-
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347 BC

）
は
そ
れ
を
承
知
で
書
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
長
い
と
、
そ
れ
だ
け
で
全
体
を
把
握

す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
問
題
の
は
じ
ま
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
問
題
の
は

じ
ま
り
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

本
当
の
問
題
（
本
当
は
こ
れ
を
「
問
題
」
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
が
）
は
、
プ
ラ
ト
ン
は

（『
国
家
』
に
限
ら
ず
）
対
話
篇
の
読
み
方
を
、
読
者
が
自
分
で
考
え
な
く
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
手
取
り

足
取
り
し
て
教
え
て
く
れ
た
り
は
し
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
推
理
小
説
は
最
後
に

謎
解
き
と
か
種
明
か
し
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
も
の
を
期
待
し
て
も
ら
っ
て
は
困
る
、
何
を

読
み
取
る
か
は
読
者
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
、
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
プ
ラ
ト

ン
は
そ
う
言
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
読
者
は
『
国
家
』
篇
の
外
部
に
手
が
か
り
を
求
め
よ
う

と
し
ま
す
。
例
え
ば
『
第
七
書
簡
』
と
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（384-322 BC

）
の
『
形
而
上
学
』
と
か
で

す
。
し
か
し
、
前
者
は
（
仮
に
偽
書
で
は
な
い
と
見
な
す
と
し
て
も
）
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
３
）。

ま
た
、
後
者
は
プ
ラ
ト
ン
の
も
の
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
見
な
す
「
学
説
」
に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
ま
す

が
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
根
拠
に
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

『
国
家
』
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
話
は
一
切
し
て
い
ま
せ
ん
。
よ
く
知
ら
れ
た
、「
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
成

立
」
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
影
響
を
も
見
る
と
い
う
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よ
う
な
（『
形
而
上
学
』
第
一
巻
第
六
章
）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う

に
し
て
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
プ
ラ
ト

ン
理
解
の
歴
史
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ア
カ
デ
メ
イ
ア
内
部
で

プ
ラ
ト
ン
か
ら
直
接
口
伝
さ
れ
た
「
教
え
」
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
が
、
根
拠
の
な

い
憶
測
の
類
い
だ
と
思
い
ま
す
。
哲
学
は
、「
教
え
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
献
辞
」
に
本
書
を
捧
げ
る
と

記
し
た
、
松
永
先
生
（
松
永
雄
二
、1929-2021

）
の
昔
の
学
生
さ
ん
た
ち
が
と
き
ど
き
先
生
に
、「
先
生

は
こ
う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
違
い
ま
す
か
」
と
問
う
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
先
生
は
、
た
い
て
い
は
素
っ
気
な
く
、「
違
い
ま
す
」
と
答
え
て
お
ら
れ
た

よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
哲
学
は
「
対
話
」
で
す
が
、「
哲
学
的
対
話
」
と
い
う
の
は
、
手
取
り
足
取

り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
相
手
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
聞
き
手

次
第
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仮
に
プ
ラ
ト
ン
と
直
接
対
話
が
で
き
た
と
し
て
も
、「
テ
キ
ス
ト
外
の

資
料
」
に
依
存
す
る
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
る
限
り
は
、「
違
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

『
第
七
書
簡
』
と
か
『
形
而
上
学
』
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
キ
ス
ト
外
の
資
料
」
に
依
存
す
る
プ

ラ
ト
ン
理
解
の
「
外
在
主
義
」
的
な
考
え
方
が
、『
国
家
』
を
読
め
な
く
し
て
い
る
一
番
の
障
害
だ
と
私
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は
考
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
は
で
き
る
だ
け
遠
く
離
れ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
書
い
た
テ

キ
ス
ト
を
と
に
か
く
読
み
解
く
（
ど
う
読
む
の
か
を
問
題
に
す
る
）
こ
と
に
こ
だ
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
私
の
考
え
方
は
い
わ
ば
徹
底
し
た
「
内
在
主
義
」
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
言
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
国
家
』
は
、
今
か
ら
二
千
四
百
年
近
く
前
に
（375 BC

前
後
と
さ
れ
ま
す
）、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
書

か
れ
た
、
間
違
い
な
く
大
昔
の
著
作
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
読
む
こ
と
を
難
し
く
す
る
理
由
に
な

る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
当
時
の
状
況
と
か
人
物
そ
の
他
に
つ
い
て
、
多

少
の
基
礎
知
識
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
幸
い
、
そ
う
い
う
も
の
に
関

し
て
は
、
私
が
勉
強
を
は
じ
め
た
と
き
か
ら
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
、
大
先
輩
に
当
た
る
藤
沢
令

夫
（1925-2004

）
と
い
う
先
生
の
り
っ
ぱ
な
翻
訳
（
４
）が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
詳
し
い
註
が
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
か
ら
、
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
書
き
残
し
た
テ
キ
ス
ト
は
日

常
語
で
書
か
れ
て
い
て
、
難
解
な
哲
学
の
専
門
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
な

い
と
思
い
ま
す
（
部
分
的
に
議
論
の
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）。
だ
か
ら
、
何
も
難
し
い
こ
と
は
な

い
は
ず
な
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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哲
学
の
テ
キ
ス
ト

『
国
家
』
は
「
第
一
級
の
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
」
だ
と
先
に
言
い
ま
し
た
が
、『
国
家
』
を
哲
学
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
読
ま
な
い
読
み
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
国
制
論
と
か
国
制
史
の
資
料
と
し
て

読
む
と
い
う
よ
う
な
読
み
方
で
す
。
し
か
し
、
得
る
も
の
は
そ
う
多
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
、

現
代
の
哲
学
者
（
他
意
は
何
も
な
く
て
、
思
い
付
き
を
言
う
だ
け
で
す
が
、
例
え
ば
現
代
英
米
哲
学
の
研
究
者

と
か
現
代
倫
理
学
の
研
究
者
）
は
、
本
気
で
『
国
家
』
を
読
ん
だ
り
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

プ
ラ
ト
ン
研
究
者
は
（
た
い
て
い
は
）『
国
家
』
を
読
む
と
思
い
ま
す
が
、
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む

と
い
う
よ
り
は
、
プ
ラ
ト
ン
研
究
に
貢
献
す
る
た
め
に
西
洋
古
典
学
の
一
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
と
い
う

よ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
現
代
に
お
い
て
『
国
家
』
を
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

読
む
と
い
う
の
は
、
よ
く
言
っ
て
変
わ
っ
た
読
み
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
プ

ラ
ト
ン
が
求
め
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
読
み
方
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
正
当
な

理
由
が
あ
り
ま
す
。

プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
、
哲
学
と
い
う
の
は
「
魂
の
向
け
変
え
」
の
こ
と
で
す
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第

三
章
第
３
節
で
詳
し
く
お
話
し
ま
す
）。
こ
の
営
み
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
対
話
（
す
な
わ
ち
「
論
駁
」）
に

よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
（『
国
家
』
篇
の
中
程
で
）
プ
ラ
ト
ン
は
主
張
し
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
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ク
ラ
テ
ス
を
主
人
公
と
す
る
対
話
篇
を
書
い
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
対
話
」
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う

「
哲
学
の
方
法
」
だ
か
ら
で
す
。
他
に
理
由
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、『
国
家
』
も
そ
う
し
た
対
話

篇
の
一
つ
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
国
家
』
を
プ
ラ
ト
ン
中
期
の
作
と
位
置
付
け
て
、
前
期
の

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
篇
」
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
た
上
で
、
中
期
の
「
プ
ラ
ト
ン
的
対
話
篇
」
に
お

い
て
は
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
学
説
（
イ
デ
ア
論
）
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
す
る
、
一
般
に
流
布
す
る
考
え
方

を
受
け
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
は
根
拠
の
な
い
思
い
込
み
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
し
か
な
い
、
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
（
５
）。
要
す
る
に
、
前
期
で
あ
れ
中
期
で
あ
れ
後
期
で
あ
れ
、
プ
ラ
ト
ン

が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
主
人
公
と
す
る
対
話
篇
を
書
い
て
い
る
限
り
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
哲
学
の
方
法
」
を

意
識
し
つ
つ
「
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
」
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
（「
哲
学
の
方
法
」
を
め

ぐ
っ
て
は
、
第
三
章
第
４
節
で
改
め
て
論
じ
ま
す
）。

し
か
し
、『
国
家
』
篇
の
対
話
は
「
論
駁
」
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
、「
論
駁
」
で
は
な
い
と
言
え
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
論
駁
」

と
い
う
の
は
、
対
話
相
手
の
主
張
を
批
判
的
に
吟
味
し
て
、
そ
れ
を
否
定
し
て
終
わ
る
と
い
う
だ
け
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
『
ク
リ
ト
ン
』
篇
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
思
い
と
か
考
え

の
何
が
残
っ
て
何
が
残
ら
な
い
の
か
を
批
判
的
に
吟
味
・
検
討
し
て
、
結
果
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
積
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極
的
な
主
張
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
う
い
う
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。『
国
家
』
篇
の
対
話
は
、
そ

れ
に
準
じ
た
批
判
的
吟
味
・
分
析
の
テ
キ
ス
ト
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、「
魂
の
向
け
変
え
」
と
い
う
営
み
は
「
無
知
と
思
い
込
み
」
か
ら
の
解
放
を
目
的
と
す
る

も
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
「
無
知
と
思
い
込
み
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
自
身
の
そ
れ
で
す

か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
が
（
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
）
読
め
な
い
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の

テ
キ
ス
ト
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
私
た
ち
自
身
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
ま
ず
は
疑
っ

て
み
て
く
れ
、
そ
う
プ
ラ
ト
ン
は
言
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
読
め
な
い
理
由
を
テ
キ
ス
ト
の
せ
い
に
し

て
し
ま
う
と
、
私
た
ち
の
「
魂
の
向
け
変
え
」
は
は
じ
ま
る
前
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
た
ち
が
目

指
す
の
は
、
自
分
自
身
の
「
無
知
と
思
い
込
み
」
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
全
体
を
筋
が
通
る

よ
う
に
読
み
通
す
こ
と
で
す
。
テ
キ
ス
ト
以
外
の
資
料
（
例
え
ば
『
第
七
書
簡
』）
に
依
存
す
る
よ
う
な
読

み
方
は
、
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
肝

心
な
の
は
、
テ
キ
ス
ト
全
体
に
筋
を
通
せ
る
か
ど
う
か
で
す
。
そ
れ
が
、
読
解
の
試
金
石
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
特
定
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
読
む
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、
そ
の
部

分
が
ど
う
い
う
位
置
付
け
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
、
あ
る
程
度
は
明
確
に
す
る
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
。

と
り
わ
け
こ
の
作
品
は
、
そ
う
い
う
緻
密
さ
が
読
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
ほ
ど
、
用
意
周
到
に
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作
り
込
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
本
書
で
は
「
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
語
を
、
狭
い
意
味
で
は
も
ち

ろ
ん
『
国
家
』
篇
の
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
を
言
う
も
の
で
す
が
、
も
う
少
し
広
く
、『
国
家
』
が
あ
る
意
味

で
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』（
以
下
で
は
『
弁

明
』
と
略
記
）『
ク
リ
ト
ン
』『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』『
パ
イ
ド
ン
』
等
を
含
め
て
言
う
も
の
と
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

道
し
る
べ

『
国
家
』
は
十
巻
か
ら
な
る
大
著
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
間
違
い
な
く
（
そ
う
私
は
言
い
た
い
と
思
い
ま

す
）、
プ
ラ
ト
ン
の
主
著
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
主
著
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
場

合
、
自
分
（
プ
ラ
ト
ン
）
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
、
そ
も
そ
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
、
哲
学
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
自
分
が
理
解
し
た
そ
の
す
べ
て
を
こ
の
著
作
に
託
す
（
す
べ
て

を
こ
こ
で
言
い
尽
く
す
）
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
過
剰
な
期
待
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

も
し
そ
う
い
う
対
話
篇
が
プ
ラ
ト
ン
に
一
つ
あ
る
と
し
た
ら
、
候
補
に
な
り
得
る
の
は
『
国
家
』
だ
け
で

は
な
い
か
、
私
は
そ
う
考
え
ま
す
。
こ
の
著
作
は
（
お
そ
ら
く
は
長
い
時
間
を
か
け
て
）
入
念
に
作
り
込
ま



9　　第一章　『国家』を読む難しさ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
じ
よ
う
な
目
に
遭
わ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
用
心
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
（
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
後
で
も
う
少
し
お
話
し
ま
す
）。
し
か
し
、
ど
う
読
め
ば
よ
い
か
を
示
す
「
道
し
る
べ
」
は
、
間
違

い
な
く
あ
り
ま
す
。

「
道
し
る
べ
」
の
一
つ
は
「
人
間
の
話
」
で
す
（
も
う
一
つ
別
の
「
道
し
る
べ
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
第
三
章
第
２
節
で
お
話
し
ま
す
）。
全
編
を
貫
い
て
、「
そ
も
そ
も
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

人
間
と
は
何
か
」
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
。
こ
の
「
人

間
の
話
」
に
、「
正
義
と
は
何
か
、
正
義
は
人
間
に
い
っ
た
い
何
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
か
」
と
い
う
問

い
（
第
三
章
第
１
節
及
び
第
四
章
第
３
節
）、
そ
し
て
さ
ら
に
、「
哲
学
と
は
何
か
、
哲
学
（
す
る
こ
と
）
に

よ
っ
て
人
間
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
と
い
う
の
か
」
と
い
う
問
い
（
第
三
章
第
２
節
以
下
）、
こ
の
二
つ
の

問
い
が
絡
ん
で
き
ま
す
。
人
間
と
は
何
か
、
正
義
と
は
何
か
、
哲
学
と
は
何
か
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
に

プ
ラ
ト
ン
が
ど
う
答
え
て
い
る
の
か
を
読
み
解
く
こ
と
（
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
間
違
い
な

く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
）、
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
は
ど
う
答
え
る
の
か
を
自
分
で
も

考
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
『
国
家
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

通
常
は
、「
す
ぐ
れ
て
プ
ラ
ト
ン
的
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
国
家
論
的
思
想
と
イ
デ
ア
論
的
思
想
」
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を
読
み
取
る
こ
と
が
『
国
家
』
を
読
む
こ
と
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
目
が
行
く
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
が
仕
組
ん
だ
、
と
言
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
人
が

「
理
想
論
に
す
ぎ
な
い
、
荒
唐
無
稽
な
話
で
あ
る
」
と
受
け
取
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
そ
う
言
い
訳
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
を
、
む
し
ろ
狙
い
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
そ
れ
は
用
心
の
た
め
で
あ
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
後
で
（
第
三
章

第
２
節
）
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、「
国
家
論
」
も
「
イ
デ
ア
論
」（
イ
デ
ア
へ
の
言
及
）
も
『
国
家
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
ば
か
り
目
を
や
る
と
見
え
な
く
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
道
し
る
べ
」
は
間

違
い
な
く
あ
る
の
に
、「
国
家
論
」
と
か
「
イ
デ
ア
論
」
の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
輝
き
に
惑
わ
さ
れ
て
、

全
編
を
貫
く
本
来
の
主
筋
が
見
え
な
く
な
る
、
元
は
と
言
え
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
『
国
家
』
を
読
め
な
く
し

て
い
る
元
凶
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
誰
も
が
そ
う
い
う
読
み
方
を
し
て
き
た
で
は
な
い

か
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
方
が
よ
ほ
ど
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
対
し
て
は
、
今
は
「
た
と
え
二
千
数
百
年
の
歴
史
が
立
ち
は
だ
か
る
と
し
て
も
、
異
を
唱
え
る
こ
と
を

は
じ
め
か
ら
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
、
別
の
読
み
筋
が
あ
る

こ
と
を
誰
の
目
に
も
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
な
仕
方
で
示
す
こ
と
は
可
能
だ
と
思
う
」
と
だ
け
言
っ
て



11　　第一章　『国家』を読む難しさ

お
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
他
方
、
も
し
誰
か
が
『
国
家
』（
と
い
う
第
一
級
の
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
）

を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
を
後
回
し
に
し
て
、
例
え
ば
「
イ
デ
ア
的
世
界
」
に
つ
い
て
（「
書
か
れ
ざ

る
教
説
」
の
類
い
を
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
）
論
じ
た
い
と
言
う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
哲
学
す
る
こ
と

か
ら
は
遠
く
離
れ
た
無
益
な
営
み
だ
と
、
私
は
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
（
６
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
問
題
を
解
決
す
る
道
は
、
間
違
い
な
く
一
つ
だ
け
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ

は
、
で
き
る
だ
け
思
い
込
み
を
廃
し
て
（
自
分
自
身
に
対
し
て
批
判
的
・
反
省
的
に
）『
国
家
』
篇
の
テ
キ

ス
ト
と
向
き
合
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
る
哲
学
と
い
う
の
は
そ
う
い

う
批
判
的
・
反
省
的
な
営
み
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
が
そ
う
い
う
営
み
を
要
求
す
る
よ
う
な
仕

方
で
書
か
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
『
国
家
』
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
い
う
も
の
を
、
私
は
松
永
先
生
か
ら
学
ん
だ

と
自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、『
国
家
』
と
い
う
（
誰
も
が
名
前
だ
け
は
知
っ
て
い
る
、
し
か

し
誰
も
が
遠
い
過
去
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
）
作
品
が
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
要
求
す
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
要
求
に
（
そ
れ
な
り
に
長
い
時
間
と
労
力
を
費
や
し
て
）
こ
た
え
よ
う
と
す

る
だ
け
の
（
い
や
、
そ
れ
以
上
の
）
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
松
永
先
生
か
ら
学
ん
だ

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
（
先
生
が
ど
う
思
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
分
か
り
ま
せ
ん
）
（
７
）。




