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発
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旨

ゼ
ノ
ン
『
国
家
』

の
理
論
的
位
置

筑
波
大
学
大
学
院
上
田

慎
一

　
ゼ
ノ
ン
が
プ
ラ
ト
ン
の
同
名
著
作
に
対
抗
し
て
著
し
た
『
国
家
』
は
ス
ト

ア
派
内
部
に
お
い
て
さ
え
偽
作
説
や
失
敗
作
説
ま
で
含
む
多
大
な
論
争
を
古
来

引
き
起
こ
し
て
き
た
。
今
日
で
も
数
と
し
て
は
多
く
は
な
い
が
様
々
な
側
面
か

ら
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ゼ
ノ
ン
さ
ら
に
は
ス
ト
ア
派
の

理
論
全
体
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
つ
つ
そ
の
中
に
こ
の
著
作
を
位
置
付
け
よ
う

と
す
る
試
み
は
正
面
か
ら
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

問
題
に
何
ら
か
の
寄
与
を
果
た
そ
う
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
『
国
家
』
の
現
存
断
片
の
ほ
と
ん
ど
は
神
殿
廃
棄
論
、
近
親
相
姦
や
人
肉
食

の
許
容
な
ど
そ
の
過
激
な
内
容
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ゼ
ノ
ン
が
犬
儒

派
か
ら
受
け
継
い
だ
要
素
で
あ
り
、
徳
の
単
独
至
高
個
値
と
い
う
古
ス
ト
ア
の

厳
正
主
義
の
最
極
端
な
面
を
表
す
。
他
方
、
古
ス
ト
ア
派
が
段
階
主
義
的
か
つ

現
実
的
な
思
想
や
教
説
を
も
っ
て
一
い
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
当
然
間
題

と
な
る
の
は
両
方
の
側
面
の
整
合
性
、
そ
し
て
『
国
家
』
の
位
置
で
あ
る
。

　
ス
ト
ア
派
の
体
系
の
緊
密
さ
を
尊
重
し
で
き
る
か
ぎ
り
理
論
的
分
裂
に
抗
す

る
と
す
れ
ば
、
『
国
家
』
の
思
想
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
論
全
体
に
組
み
込
む

か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
『
国
家
』
そ
の
も
の
を
「
な
か
っ
た
こ
と

に
す
る
」
、
積
極
的
な
内
容
を
は
ぎ
取
る
と
い
っ
た
消
極
的
な
方
法
は
退
け
、

『
国
家
』
に
積
極
的
な
内
容
を
盛
り
込
み
つ
つ
、
し
か
も
残
余
の
教
説
と
の
整

合
を
計
る
路
線
を
そ
れ
で
も
採
り
た
い
。
そ
の
上
で
、
こ
の
路
線
を
採
ろ
う
と

す
る
際
に
解
消
す
べ
き
問
題
点
を
考
察
す
る
。
そ
れ
ら
が
解
消
不
能
と
な
れ
ば

差
し
当
た
り
退
け
た
立
場
を
再
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
最
大
の
問
題
は
、
理
想
国
そ
の
も
の
の
内
容
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
劣
者
つ
ま

り
（
子
供
な
ど
ま
で
含
む
一
賢
者
以
外
の
全
て
の
人
間
の
扱
い
で
あ
る
。
市
民

つ
ま
り
成
員
を
厳
密
に
賢
者
に
限
定
す
る
の
は
結
婚
・
家
族
関
係
に
関
す
る
証

言
と
の
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
、
ま
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
国
家
観
に
つ
な
が
る
か
、

さ
も
な
く
ば
『
国
家
』
の
理
想
国
は
い
わ
ゆ
る
国
家
で
は
な
い
と
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
　
「
理
想
團
」
を
何
ら
か
の
い
わ
ゆ
る
「
国
家
」
と
し
つ
つ
内
部
に

劣
者
の
存
在
を
許
す
な
ら
今
度
は
そ
の
扱
い
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
証
言
は
否
定
的
な
こ
と
、
つ
ま
り
「
あ
れ
を
す
る
な
」
　
「
あ
れ
は
不
要
」
と

い
う
こ
と
し
か
語
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
証
言
の
不
在
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
関
す
る
思
想
の
不
在
を
意
味
し

な
い
。
筆
者
の
解
決
策
は
『
国
家
』
は
、
「
優
先
」
　
「
向
上
」
　
「
忠
告
の
価

値
」
な
ど
の
段
階
主
義
的
教
説
ま
で
含
ん
だ
形
で
の
、
ス
ト
ア
派
倫
理
学
「
全

体
」
の
体
現
と
し
て
の
理
想
国
論
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
『
国
家
』
を
厳
正
主
義

的
側
面
に
押
し
込
め
る
の
は
誤
り
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
利
点

は
、
現
実
的
な
間
題
に
関
す
る
ス
ト
ア
派
の
教
説
を
次
善
的
な
も
の
と
す
る
必

要
が
な
く
な
る
こ
と
、
『
国
家
』
の
よ
う
な
理
想
論
を
「
あ
り
え
な
い
事
態
の

待
望
し
と
必
ず
し
も
せ
ず
と
も
よ
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
※
こ
の
発
表
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
一
特
別
研
究
員
奨
励
費
一
に
よ

　
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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キ
リ
ス
ト
教
寺
院
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て

文
化
女
子
大
学
リ
ア
ナ

ト
ル
フ
ァ
シ
ュ

　
真
の
宗
教
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
場
は
何
れ
も
、
根
本
的
に
聖
な
る
芸
術
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
特
徴
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
即
ち
実
在

の
諸
段
階
を
結
び
っ
け
る
対
応
関
係
を
、
イ
メ
ー
ジ
、
比
例
な
ど
に
よ
り
表
現

し
、
不
可
視
界
を
可
視
界
に
よ
り
表
わ
し
、
人
間
を
そ
こ
へ
と
導
く
。

　
従
っ
て
本
来
的
な
意
見
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
単
に

「
信
者
が
集
ま
る
場
」
で
は
な
く
、
単
な
る
大
建
造
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
真

の
意
味
で
の
寺
院
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
自
体
が
様
々
な
シ
ン
ボ
ル
の
集
合
体
で

あ
り
、
同
時
に
教
会
典
礼
の
シ
ン
ボ
ル
を
実
現
さ
せ
る
場
で
あ
る
。
寺
院
建
築

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
こ
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
他
の
宗
教
寺
院
に
お
け
る
と
同
様
、
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
に
は
、
密
接
に
結
ば

れ
な
が
ら
も
区
別
さ
れ
る
二
種
類
の
シ
ン
ボ
ル
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
宇
宙
論

的
シ
ン
ボ
ル
と
神
学
的
シ
ン
ボ
ル
と
で
あ
る
。
前
者
は
普
遍
的
意
味
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
キ
リ
ス
ト
教
に
固
有
の
神
学
的
意
味
に
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
。
一
方
同
一
の
シ
ン
ボ
ル
が
宇
宙
論
的
解
釈
と
神
学
的
解
釈
の
両
方

に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
今
回
の
発
表
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
建
築
の
前
提
で
あ
る
固
有
の
神
学
的

意
味
を
考
慮
し
な
が
ら
、
何
よ
り
も
そ
の
宇
宙
論
的
、
従
っ
て
普
遍
的
意
味
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
宗
教
学
に
よ
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
聖
な
る
寺
院
は
何
れ
も
「
天
上
の
」

原
型
並
び
に
「
世
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
「
世
界
」
を
表
す
場
合
に
は
、

「
写
実
的
」
方
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
建
築
的
、
最
終
的
に
は
幾
何
学
的
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
「
世
界
」
の
存
在
論
的
「
構
造
」
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
は
、
黙
示
録
の
描
く
「
天
の
エ
ル
サ
レ
ム
」
を
「
天
上

の
」
原
型
と
す
る
、
地
上
に
お
け
る
反
映
で
あ
る
。
一
方
、
「
世
界
」
の
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
二
つ
の
基
本
的
構
造
を
持
つ
。
一
つ
は
、
平
面
的
構
造
で
、

円
、
四
角
、
東
西
南
北
を
示
す
十
字
、
更
に
加
え
て
円
の
中
心
で
あ
り
、
十
字

の
縦
軸
と
横
軸
が
交
差
す
る
場
一
教
会
典
礼
に
と
り
最
重
要
な
場
一
で
も
あ
る

「
点
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
い
ま
一
つ
は
立
体
的
構
造
で
、
球
体
、
立
方

体
、
上
記
の
「
点
」
を
支
点
と
し
寺
院
の
頂
点
（
即
ち
「
世
界
の
頂
点
」
一
を

越
え
て
伸
び
る
垂
直
軸
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
の

建
築
に
見
ら
れ
る
根
本
的
要
素
は
シ
ン
ボ
ル
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
意
味
に

つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
「
天
」
、
「
地
」
、
「
方
角
」
、
「
世
界
の
中
心
」
、
「
世
界
の

軸
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。

　
今
回
の
発
表
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
建
築
に
見
ら
れ
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
固
有

の
も
の
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
普
遍
的
性
格
を
持
つ
こ
と
を
示
す
こ
と
を
試
み

る
。
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ゲ
ー
ム
の
問
題
－
そ
の
哲
学
的
意
味

茨
城
工
業
高
等
専
門
学
校
　
神
山

和
好

　
人
間
の
合
理
的
な
意
思
決
定
行
動
を
分
析
す
る
諸
理
論
を
「
決
定
科
学
」

一
0
8
邑
實
O
．
O
雪
8
）
と
総
称
し
ま
す
が
、
そ
の
中
核
を
成
す
理
論
に
ゲ
ー
ム

理
論
一
象
8
q
◎
訂
陣
昌
g
）
が
あ
り
ま
す
。
ゲ
i
ム
理
論
と
は
「
プ
レ
ー
ヤ
ー

間
の
対
立
、
交
渉
、
協
調
に
関
す
る
一
般
理
論
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

ま
す
し
、
ま
た
、
「
個
人
や
グ
ル
i
プ
、
国
家
間
の
相
互
交
渉
を
ゲ
ー
ム
と
い
う
観

点
か
ら
分
析
す
る
数
学
的
理
論
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
今
日
の
ゲ
ー
ム
理
論
の
直
接
の
出
発
点
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
”
モ
ル
ゲ
ン

シ
ュ
テ
ル
ン
の
大
著
『
ゲ
ー
ム
の
理
論
と
経
済
行
動
』
二
九
四
四
一
で
あ
り

ま
す
が
、
ゲ
ー
ム
理
論
の
最
近
二
〇
年
間
の
研
究
の
発
展
は
（
生
物
進
化
論
へ

の
応
用
等
）
著
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ゲ
ー
ム
理
論
の
発
展
と
と
も
に
、
そ

の
基
礎
を
め
ぐ
り
「
ゲ
ー
ム
理
論
基
礎
論
」
一
怖
O
§
α
註
O
易
O
訂
陣
蟹
⑭
象
8
色

と
い
う
研
究
領
域
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
科
学
哲
学
の
新
し
い
分
野

で
あ
り
ま
す
。

　
ゲ
ー
ム
理
論
基
礎
論
上
の
問
題
を
簡
単
の
た
め
「
ゲ
ー
ム
の
問
題
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
い
た
し
ま
す
。
ゲ
ー
ム
の
問
題
は
、
そ
れ
が
比
較
的
最
近
形
成
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
言
語
や
論
理
、
数
学
、
物
理
の
問
題
と
比
べ
哲
学
に
は
馴
染
み
が

薄
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は

　
　
　
　
A
、
ゲ
i
ム
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
問
題
で
あ
り

　
　
　
　
B
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
哲
学
的
興
味
を
ひ
く
か

　
と
い
う
2
点
に
つ
い
て
お
語
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

A
に
つ
い
て
挽
則
に
関
す
る
哲
学
上
の
間
題
を

　
①
、
一
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
以
来
の
一
規
則
遵
守
の
間
題
（
象
Ω
唱
o
げ

　
　
宥
竃
艮
邑
①
1
婁
一
◎
至
潟
∵
一
般
に
規
則
に
従
う
こ
と
は
可
能
か
と
問
う

　
　
も
の
と

　
②
、
規
則
の
正
当
化
の
問
題
一
［
規
則
に
従
う
こ
と
自
身
は
何
ら
か
の
仕

　
　
方
で
可
能
で
あ
る
と
し
つ
つ
］
帰
納
法
や
演
緯
法
等
の
推
理
規
則
や
道

　
　
徳
上
の
規
範
な
ど
の
特
定
の
規
則
に
従
う
こ
と
の
正
当
化
（
基
礎
づ

　
　
け
、
合
理
化
一
は
可
能
か
と
間
う
も
の

の
2
種
類
に
整
理
し
た
上
で
、

　
＊
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
解
一
蕃
昏
o
毫
婁
σ
邑
ヨ
）
の
正
当
化
を
は
じ
め
と
す

　
る
ゲ
ー
ム
の
問
題
の
中
核
部
分
は
、
後
者
す
な
わ
ち
、
規
則
の
正
当
化
の

　
間
題
の
現
代
的
な
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。

B
に
つ
い
て
一
□
こ
と
ば
の
使
用
等
の
背
景
を
成
す
］
社
会
的
文
脈
に
お
い

て
成
立
す
る
公
共
性
を
い
か
に
分
析
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
後
期
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
以
来
の
重
要
な
哲
学
的
課
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
、

　
＊
ユ
9
7
0
年
代
以
後
ゲ
ー
ム
理
論
は
、
公
共
性
の
一
つ
の
現
象
一
共
有

　
知
識
8
§
竃
§
ぎ
◎
三
〇
屠
①
－
プ
レ
ー
ヤ
ー
間
で
の
知
識
や
信
念
の
相
互

　
的
共
有
一
に
対
し
立
ち
入
っ
た
分
析
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
は
認
識

　
論
の
新
し
い
領
域
の
開
拓
と
い
う
哲
学
的
意
義
を
も
つ
。

こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。

　
記
一
本
研
究
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
で
あ
る
。
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荷
子
思
想
の
構
成
と
体
系
に
つ
い
て

筑
波
大
学
佐
藤

貢
悦

　
本
発
表
は
、
荷
子
思
想
の
構
成
過
程
と
、
そ
の
論
理
体
系
と
を
構
造
的
に
関

明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
論
考
の
一
環
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
萄
子
思

想
に
対
し
て
は
、
孔
孟
の
伝
統
と
の
関
係
な
ら
び
に
、
墨
・
道
・
名
一
法
な
ど

諸
子
学
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
萄
子
』
三
十
二
編

一
筆
者
は
、
そ
れ
が
白
然
観
－
人
聞
観
－
群
・
国
家
観
を
基
本
的
な
骨
格
と
し

て
い
る
と
解
釈
す
る
一
が
、
文
体
や
形
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
一
時
期
に
成
書
し
た

と
は
看
倣
し
が
た
い
も
の
の
、
全
体
の
思
想
内
容
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
完
結
し
た

体
系
を
有
す
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
体
系
は
、
基
本
的
に

は
孟
子
の
論
理
体
系
の
骨
格
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
萄
子
は
「
礼
」
の
外
在
性
を
主
張
す

る
。
確
か
に
、
孔
子
に
お
け
る
「
礼
」
も
ま
た
「
仁
」
を
内
実
と
す
る
外
的
形

式
で
あ
っ
た
が
、
萄
子
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
孔
子
思
想
に
直
結
す
べ
き
内

容
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
孟
子
の
「
礼
」
が
内
面
の
徳
一
恭
敬
－
辞
譲
の
心

“
礼
の
端
一
と
し
て
、
人
に
内
在
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
本
発
表
で
の
仮
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
試

み
⊆
」
う
し
た
視
点
か
ら
萄
子
思
想
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
論
理
体
系
は

き
わ
め
て
単
純
な
構
造
を
も
つ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
萄
子
思
想
の

独
自
性
・
独
創
性
と
い
う
意
義
は
、
多
分
に
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
天
人
観
の
基
本
構
造
を
き
わ
め
て
簡
潔
な
図
式
に
よ
っ
て
示
せ

ば
、
両
者
の
論
理
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
論
理
体
系
を
有
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
〈
孟
子
V

〈
萄
子
V

1
性
－
天
一
道
徳
律
一

03i

、・
し

’耳
目
－
性
－
天
一
白
然
律
一

　
萄
子
に
お
い
て
も
、
修
為
の
結
果
と
し
て
は
、
人
の
本
姓
一
「
性
」
一
は
明

ら
か
に
遭
徳
性
を
担
い
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
そ
の
こ
と
は
「
性
」
の

う
ち
に
何
ら
の
遭
徳
的
価
値
一
要
素
一
を
も
つ
こ
と
を
意
昧
し
な
い
。
し
か

し
、
性
に
内
在
す
る
「
心
」
の
機
能
を
前
提
と
し
て
、
礼
の
存
在
も
そ
の
意
義

を
も
ち
う
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
「
心
」
は
一
方
で
功
利
の
側
面
を

も
ち
、
他
方
で
は
「
五
官
」
に
は
た
ら
く
と
い
う
道
徳
性
の
側
面
と
を
、
自
己

の
お
の
ず
か
ら
な
る
機
能
と
し
て
兼
ね
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る

「
心
」
の
機
能
を
発
揮
し
て
礼
の
教
え
を
導
き
と
し
「
性
」
を
化
す
る
こ
と

は
、
萄
子
に
お
い
て
、
儒
家
的
理
念
に
お
け
る
理
想
的
人
格
と
し
て
の
「
聖

人
」
に
到
達
す
る
階
梯
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
が
「
聖
人
作
礼
」
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

修
為
の
到
達
点
に
あ
る
べ
き
聖
人
が
、
礼
に
よ
ら
ず
し
て
み
ず
か
ら
の
性
を
化

し
え
た
の
か
、
ひ
い
て
は
礼
楽
制
度
を
制
定
で
き
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
聖

人
の
存
在
が
萄
子
の
論
理
体
系
に
先
行
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
か
か
る
矛
層
が
生
じ
た
主
要
因
は
、
萄
子
が
あ
く
ま
で
儒
家
的
理
念

に
固
執
し
、
孟
子
の
天
人
観
の
論
理
体
系
を
批
判
的
に
せ
よ
結
果
と
し
て
継
承

し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

※
な
お
、
小
林
秀
樹
会
員
の
発
表
要
旨
は
、
論
文
と
重
複
す
る
た
め
割
愛
す
る
。


