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プ

ラ

ト

ン

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』
篇

の

「
正
義

」

探
究吉

田

雅

章

1本
稿

の
欝
的

は
、
　
ゴ

ル
ギ

ア

ス
　
篇

の
、

三
人

の
対
話
者

に
お

け
る

門
正
義

し
に
対

す
る
態

度

と
プ

ラ
ト

ン
に
よ
る

そ

の
吟

味

の
検
討

を
通

じ

て
、
プ

ラ

ト

ン
の

「
正
義

」
探

究

の
道
筋

が

ど

の
よ
う

な
も

の

で
あ

っ
た

か
を
確

か
め

よ
う

と
す

る

こ
と

に
あ
る
。

一
体

、

こ

の

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
　

と

い
う
対
話

篇

で
、

門
正
義

(正

し
さ

ご

は
ど

の
よ

う

に
問

題

と
な

っ
て

い
く

の

か
、

そ

し
て
問

題

と
し

て
ど

の
よ

う

に
浮

か
び

上
が

っ
て
く
る

の

か
と

い
う

こ
と

に
、

我

々
は
先

ず
注

目

す
る
必

要

が
あ

る
。
少

な

く
と
も

こ
の
対
話

篇

で
は

「
正
義

」

へ
の

問

い
は
、
　
正
義

と
は

一
体

何

か
　
と

い
う
直
截

な
問

い
か
け
を

通

じ
て
問

題

と
な

る
の

で
は
な

く
、
弁

論

術

へ
の

一
見
些

細

な
と
も

見

え
る
問

い

を

問

う

こ
と
か
ら
次
第

に
主
題

化

し
て

い
く

の
で
あ

る
。

『
国
家

』
篇

と

は
異

な
り
、

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

の
中

に
は
、

テ

キ

ス
ト
上

の
言
葉

と
し

て

　
正
義

と
は

一
体
何

か
」

と

い
う
直
截

な

問

い
は
見
当

た

ら
な

い
。

こ

の
事

実

の
持

つ
意
味

は
案

外

見
落

と

さ
れ

て
し
ま

っ
て

い
る
よ
う

に
思

わ



れ

る
。

『
国
家
』
篇

が
第

一
巻

か
ら
し

て
、
明

ら

か

に

「
正
義

と
は
何

か
」
と

い
う
問

い
に
貫

か
れ

て
、

正
義

そ

の
も

の

の
何

で

あ
る

か
を
求

め

る

方
向

で
開

始

さ
れ
る

の

に
対

し

て
、

こ
の

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』
で
は
、

「
正
義

」

へ
の
問

い
は

「
正
義

と

は
何

か
」
と

い
う
問

い
を

問

い

つ
め

て

い
く

の
で
は
な

く
、

む
し

ろ
人
び

と

に

「
正
義

が
ど

の
よ

う

に
受
け

と
ら

れ
、

ま
た

理
解

さ
れ

て

い
る

か
」
と

い
う
点

を

め
ぐ

っ
て
、
対
話

は
進

行

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

の
こ
と

は
、

こ

の
対
話

篇

に
古
来

「
弁
論

術

に

つ
い
て
」

と

い
う
副
題

を

つ
け
る

こ
と
が
慣

わ

し

で
あ

り
、
ま

た
対
話

篇

が

「弁

論

術

へ
の

問

い
」
を

も

っ
て
開

始

さ
れ

て

い
る

こ
と
と
勿
論

密
接

な
関

係

が
あ

る
。

や
や
話

を
先

取

り

し
た
形

で
言

え
ば

、
弁
論

家

(弁

論
術

)
が

活
躍

し

て

い
る
場

、

つ
ま

り
多

く

の
人

び

と
を
相

手

に
説
得

す

る

こ
と
で
、

弁
論
家

が

「
ひ
と

か
ど

の

こ
と
を
成

し
遂
げ

て

い
る
」

と
自

他

に
思

わ

れ
、

そ

う

い
う
評
判

を
生

み
出

し

て

い
る
と

こ
ろ

こ
そ
、

ま

た

「
正
義

」

に
対

す

る
人
び

と

の
態
度

が
形

成

さ
れ

て
く

る
場

で
あ

る
。
プ

ラ

ト

ン
は
そ

こ
に
問
題

を
見

て

い
た

と
思

わ
れ

る
。

と

い
う

の
は
、
引

用

さ
れ

る

こ
と

の
多

い

『
ク

リ
ト

ン
』
篇

の

「
大
切

な

の
は
、

た

だ
生

き
る

こ
と

で
は

な

く
、

よ
く
生

き

る

こ
と

で
あ

り
、

そ

し

て
そ

の
〈
よ

く
〉

と

い
う

の
は
、

〈
美

し
く
〉

と

か
〈

正
し

く
〉

と

い
う

こ
と
と
同

じ

こ

と
で
あ

る
」

(ら
。。
じd
)
と

い
う
言
葉

は
、
ソ

ク
ラ

テ

ス
の
基
本

的

な
態
度

の

一
つ
を

語

る
も

の
で
あ

る
が

、
し

か
し

人
び

と

に
と

っ
て
容

易

に
受
け

入

れ
ら

れ
な

い

言

葉

で
あ

り
、
人
び

と

に
は

「
正

し
く
生

き

る
」

(さ
ら

に

「
美

し
く
生

き

る
」
)

こ
と

は
、
決

し

て

「
よ
く
生

き

る
」

こ

と
で
あ

る

と
は
思

わ

れ

な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ
故

、
先

ず

「
正
義

が

ど

の
よ

う

に
理
解

さ

れ
受
け

止

め
ら
れ

て

い
る

か
」
を
描

き
、

さ
ら

に
何

故

「
正
義

」

が

そ

の

よ
う

に
受
け
取

ら

れ
る

の

か
を
解

き
明

か
し

て

い
く
中

で
、
最
終

的

に

「
正
し

く
」
と

か

「
美

し
く

」
と

か

い
う

こ
と
を
取

り
去

る

と
き
、

「
よ

く
生

き

る
」

こ
と
が

一
体

ど

の
よ
う

な
も

の

に
な
る

の
か

と

い
う

こ
と

に
、

こ
の

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

で

の

「
正
義

」
探

究

の
関
心

が
向

け
ら

れ

て

い
た
と
言

え
よ
う
。

そ
う

し
た
道

筋

を
確
認

し

て

い
く

こ
と
が

一
つ
の
課
題

で
あ

る
。

そ

れ
と
同
時

に
、

人
び

と

の
見

解

を
吟
味

し

て

い
く
中

で
、
プ

ラ

ト

ン
は

「
よ
く
生

き

る
」

と

い
う

こ
と
が
焦

点

を
結

ぶ

べ
き
方
向

を

「
人

の

　
　

　

あ

り
方

と

し
て

の
徳

(
ア

レ
テ
ー
)
」

と

し
て
示

し

て

い
く

こ

と

に
な

る
が

、

し
か
し

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

で
は
、

既

に
指

摘

さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

そ

の
ア

レ
テ
ー

は
最

終
的

に
は

「
正
義

」

へ
と
焦

点

を
結
ば

ず

、
む

し
ろ

「
思
慮

節
制

」

の
ア

レ
テ
ー

へ
と
収
敏

し

て

い
く

よ
う

に
見
え

る

の
で



あ
る
。

そ

こ

に
あ

る
問
題

の

一
端

を
確
認

す

る

こ
と
は
、

も

う

一
つ
の
課

題

で
あ

る
。

2

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

の
中

で
、
正
義

の
問

題
が

、

一
種
強

烈

な
印
象

を

も

っ
て
登
場

す

る

の
は
、
言

う

ま

で
も
な

く
、
第

三

の
対
話

者

で
あ

る

カ

リ
ク

レ
ス

と
の
対
話

の
冒

頭

で
あ

る
。

「
不
正

を
行

う

の
は
醜

い
と

い
う

の

は
、
単

に
ノ

モ
ス

(法

、
慣
習

)
の
上

の

こ
と

に
他

な

ら
ず

、
ピ

ュ
シ

ス

(自
然

)

に
お

い
て

は
、

〈
余
計

に
取

る
〉

と

い
う
、

ノ
モ

ス
の
上

で
は
不

正

と
さ

れ
、

ま
た
醜

い
と
さ

れ

て

い
る

こ

の
こ
と

こ
そ

、
正

し

い

こ
と
な

の

で
あ

る
」

と

い
う

「
自

然

の
正
義

」

の
主

張

(
　

)
は
、
人

を
驚

か
せ
る

も

の
で
あ

る
。

こ

の
主

張

は
し

か
し

、
決

し

て

何

か
新
奇

な
説

と

い
う

の
で

は
な
く

、

む
し

ろ

「
多

く

の
人
び

と
」

(
　

9

)
の
暗

々
裡

に
抱

い
て

い
る
見
解

で
あ

る

と
プ

ラ
ト

ン
は
見

て

い
た
よ

う

に
私

に
は
思

わ
れ

る
。

そ
れ

は
、

「多

く

の
人
び

と

」
が
普

段

に
抱

い
て

い
る

「正

/
不

正
」
に
関

す
る
見
解

の

い
わ
ば
根

拠

を
問

い
尋

ね

て

い
く
と

き
、

そ

こ
に
行

き
着

か
ざ

る
を
得

な

い
も

の
と

し
て
プ

ラ
ト

ン
に
よ

っ
て
当

初

か
ら
見

据

え
ら

れ
、
取

り
上

げ

ら
れ

た

の
で

は
あ
る

ま

い
か
。

そ

の

こ
と
は
逆

に
言

え
ば

、

カ
リ

ク

レ
ス

の
主

張

に
端
的

に
現

れ

る

「余

計

に
取

る
と

い
う
欲

望

の
充
足

、

そ
し

て
放
埒

が
人

の
よ
き

生

(幸
福

な
生

)

で
あ

る
」

(
　

)

と

い
う
人
び

と

の
理
解

こ
そ
が
、

正
義

に
関

す

る
理
解

の
歪

み

や
顛
倒

を
生

み
出

し

て

い
る
も

の
で
あ

り
、

そ
し

て
同
時

に
ま
た
、

人
び

と

の
そ

う

い
う
理
解

こ
そ
、
弁

論
術

が
力

を
揮

い
、

賞
賛

さ

れ
、
語

る
者

も
聴

く
者

も

と
も

に
弁
論

家

が

「
何
事

か
大

き

な

こ
と
を
成

し
遂
げ

て

い
る
」

と

の
評

判

(思

い
)
を

生

ん
だ
場

所

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

そ

こ
で
、
先

ず

カ
リ

ク

レ
ス

に
先

行
す

る

二
人

の
対
話

者

に

お

い
て
、

「
正
/

不

正
」
が
ど

の
よ
う

に
受

け
止

め

ら
れ

て

い
る

か
、

そ

し

て
そ
れ

に
対

す

る

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
吟
味

に
よ

っ
て
何
が

拓

か
れ

て
く

る

か
と

い
う

こ
と
を
中

心

に
し

て
、

カ
リ

ク

レ
ス

の
地

点

に
到

る
ま

で

の
経

緯
を

検

討

し

よ
う
。

先
ず

、
問
題

の
発

端

と
し

て
取

り
上

げ

る

べ
き
は
、
絶

大

な
力

を
持

つ
と

ゴ

ル
ギ

ア
ス
が
誇

る
弁

論
術

の
使

用

に
当

た

っ
て
、
彼

が
付

し
た

「
正



し
く
使

用
し

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
L
と

い
う
条
件

(
　

)
で
あ

る
。
人

は
こ

こ

に
道
徳

家

と

し
て

の
ゴ

ル
ギ

ア

ス
の
姿
を

見

る

か
も

し

れ
な

い
。

し

か
し

プ

ラ
ト

ン
に
と

っ
て

は
、

そ
う

で
は

な

か

っ
た
。

プ

ラ
ト

ン

に
と

っ
て
、

む
し

ろ
そ

の

「
正

し

い
使

用

(
行
為

)
」
が

一
体

に

何

に
基

づ

い
て

い
る

の
か
が
、
弁

論
術

と

い
う
営

み
の
持

つ
問
題

と

し

て
問

わ

れ
ね
ば

な

ら
な

か

っ
た
。

そ

れ
は
、
弁

論
家

が

「
正

し
さ

」

に

つ

い
て
、
さ

ら
に

「
善

、
美

」
に

つ
い
て
知

っ
て

い
る
と

い
う
確
認

か
ら
始

ま
る

(
　

)
。

そ
し

て
、

そ

の

「
正

し
さ

に

つ

い
て
知

っ
て

い

る
」

と

い
う

こ
と
が

一
体

何
を

意
味

し

て

い
る
か
を

プ

ラ
ト

ン
は
厳
密

に
問

う

の

で
あ

る
。
則

ち

「
正
/

不
正

を
知

っ
て

い
る
」

と
は
、

プ

ラ
ト

ン
に
と

っ
て
、
何

よ
り

も
知

っ
て

い
る
そ

の
人

を
行

為

の
主
体

と

し
て

「
正

し

い
人

に
す

る
」
も

の
で
あ

り
、

そ

の

「
正

し

い
人
」
と

は
、

.
正
し

　
ど

り

い
こ
と
を
行

う

こ
と
を

望

ん
で
、

そ

れ
を
行

う
人
　

の

こ
と
で
あ

っ
た

(
　

)
。

こ
の
箇

所

で
示

さ

れ
た

「
知

と
人

の
あ

り
方

」
或

い
は

「
人

の
あ

り
方

と
人

の
望

み
」
と

の
関
係

は
、
ゴ

ル
ギ

ア

ス
の
要
請

し

た
弁
論

術

の

「
正
し

い
使

用

(行

為

)
」
に
関

し

て
、

明
確

な

一
つ
の
論
点

を
指

摘

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

そ
れ

は
、
弁

論
術

が

「望

め
ば

(
　

。
)
、
あ

ら

ゆ
る

こ
と

が

で
き
る

(あ

ら

ゆ
る

こ
と

に
対

し

て

語

り
説
得

す

る

こ
と
が

で
き

る
)
も

の
」

(
　

)
で
あ

る

の
な
ら

、
そ

の
術

知
を
揮

っ
て
何

で
あ

れ
行

う
、

そ

の
人

の

「
望

み
」

に
関

し
て
・

そ

の
術
知

は
何

一
つ
規
定

す

る
も

の

で
は
な

く
無
規

定

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

そ

こ

に
付

さ

れ
る

「
正
し

い

使

用

(行
為

ご

と

い
う
条
件

は
、

ゴ

ル
ギ

ア
ス
自
身

が
例

示

し
た

よ
う

に
、
通

常

「
正

し

い
と
さ

れ

て

い
る

こ
と

」

(例

え
ば

、
力

が
強

く

な

っ

た

か
ら
と

い

っ
て
、
味
方

や
親

を
殴

り

つ
け

て
は
な

ら

な

い
と

い
う

こ
と
)
を

行
う

こ
と

に
他

な

ら
ず
、

そ

れ
は
術

知

そ

の
も

の
の
外

か
ら
加

え

　
ヨ

　

ら
れ

る
制

限
と

い
う

こ
と

に
な
る

で
あ

ろ
う
。

こ
こ

で
は
先
ず

、
次

の
こ
と
を
確

認

し

て
お
く

べ
き

で
あ

ろ
う

。
弁
論

術

の
大

き
な
力

に
要

請

さ
れ

た

「
正

し
き
行

為

」
と
は
、

弁
論
術

が

「
正

し
さ
」

の
知

で
あ

る

こ
と

の
否
定

に
他

な
ら

な

い
。

そ
し

て
重
要

な

の
は
、

こ
の
知

の
否
定

が
、

同
時

に
人

び

と

の

「
望

み
」

に
関

わ
る
知

の
存

在

の
否

定

で
も
あ

っ
た
と

い
う
点

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

弁
論

術

の

「
大

き

な
力
」

が

.
知

っ
て

い
る
人

L

を
前

に

で
は
な

く
、
多

く

の
聴
衆

　
る

　

を
前

に
し

て
発
揮

さ

れ
る

も

の
で
あ

る
な

ら
、
多

く

の
人
び

と

も
ま

た
そ

の
知

を
欠

い
て

い
る

の
で

あ
る

。
そ

し

て
人
び

と

の

「
望

み
」

に
関

わ

る
知

の
欠
落

と

い
う

こ

の
事

態

の
成
行

き

こ
そ
、

明

ら

か

に
以
後

の

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

の
展

開

の

一
つ
の
機

軸

と
な

る
も

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、



「
正
し

い
行
為

」

と
は
、

以
上

に
見

た

よ
う

な
立
場

に
あ

っ
て
は
、

通
常

「正

し

い
と

さ
れ

て

い
る
」
様

々
な

こ
と
を
行

う

こ
と

で
あ

り
、

ま
た

そ

れ

に
よ

っ
て
、
人

び

と

の

「望

み
」
が
制

限
さ

れ

て

い
る
の

で
あ

っ
て
、
プ

ラ
ト

ン
が
示

し

た
よ
う

な
、

「
正
/

不

正
」
の
知

に
よ

っ
て
人
び

と

の

「
望

み
」

そ

の
も

の
が
規
定

さ

れ
る

の
で

は
な

い
と

き
、
無

規
定

な

ま
ま

の
そ

の

「望

み
」
と

は
如
何

な

る
も

の

で
あ

る

の
か
と

い
う
点

に
、

プ

ラ

ト

ン
の

「
正
義

」

へ
の
問

い
の
第

一
歩

は
向

け
ら

れ

て

い
た

と
思

わ
れ

る
。

ゴ

ル
ギ

ア

ス

と

の
対
話

で
示

さ
れ
た

の
は

こ
こ
ま

で
で
あ

り
、

こ
の
問
題

が

ど

の
よ
う

な
成
行

き

を
見

せ
る

か
は

、
さ

ら

に
ポ

ロ
ス
と

の
対
話

を
見

て
み
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

先
ず

、
対
話

の
展
開

を
簡

単

に
確

認

し

て
お

こ
う
。
ポ

ロ
ス

は
ゴ

ル
ギ

ア
ス

の
敗

退

の
原

因
を

、
「
正

」
、

さ
ら

に

「
美

や
善

」

を
知

っ
て

い
る

と
言

っ
た
点

に
認

め
、

こ
の
知
を

形
式
的

に
外

す

。

こ
の

こ
と

は
、

技
術

と
迎

合

の

ソ
ク

ラ
テ

ス
に
よ

る
区

分
を

可
能

に
し

、
弁
論

術

を
迎
合

と

し

て
位

置

づ
け

る

こ
と
を

可
能

に
す

る
が
、

し

か
し
弁
論

術

の

ソ
ク

ラ
テ

ス
に
よ

る
位

置
づ

け

は
、
弁
論

術

の

「
大
き

な
力

」
を
確

信

す

る
ポ

ロ

ス
に
と

っ
て

パ
ラ

ド
ク

ス
以
外

の
何

も

の
で
も
な

か

っ
た

(
　

)
。
弁

論
家

は
、

専
制

君
主

と
同

様

に
、

「
大

き
な
力

を
持

つ
の
で

は

な

い
か
」

と

い
う
ポ

ロ
ス

の
反
問

は

、
さ

ら

に
第

2

の
パ

ラ
ド

ク

ス
を

ソ

ク
ラ

テ

ス
か
ら
引

き
出

す

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

は
、
ポ

ロ
ス

に
と

っ
て

「
大

き

な
力

を
持

つ
こ
と
」
と
同

一
視

さ

れ
て

い
る

「自

分

に
思

わ
れ

る

こ
と

は
何

で
も
行

う
」

こ
と
が
、
決

し

て

「自

分

の
望

む

こ
と
を
行

う

」

こ
と

に
は
な

ら
な

い
と

い
う

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
言
葉

で
あ

っ
た
。

さ

て
、

こ
の
ω

「
自
分

に
善

い
と
思
わ

れ

る

こ
と

は
何

で
も
行

う
」
こ
と
と

@

「自

分

の
望

む

こ
と
を
行

う
」
こ
と

の
区
別

に
関

す

る
議

論

(
　

　
ら

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

　
)

は

、
明

ら

か

に
ゴ

ル
ギ

ア

ス

の
場
面

で
取

り
上

げ

ら
れ
た

、
無
規

定

な

ま
ま

の

「
人

の
望

み
」
と

い
う
問

題

の

一
つ
の
展

開

で
あ

る
。
則

ち

こ
こ

で
は
、
先

の
無

規

定

な
ま

ま
の

「人

の
望

む

こ
と
」

は
、

「
自

分

に
善

い
と
思

わ

れ
る

こ
と

は
何

で
も
行

う

こ
と

(
の
で
き

る
自
由

)
」

と

　
　

　

い
う
新

た

な
仕
方

で
捉

え
直

さ
れ

た

こ
と

に
な

る
。
し

か
し

こ
の
ω

と
@

の
区
別

の
意

味

を
ポ

ロ
ス
は
理
解

す

る

こ
と
が

で
き

な

い
。
こ
こ
で

は
、

ソ

ク
ラ

テ
ス
と

ポ

ロ
ス

の
両
者

の
言

葉

は
拮
抗

す

る
場
を
持

た
ず

、

ち
ぐ

は
ぐ

に
す

れ
違

う
。

そ

こ
に
、

「
人

の
望

み
」
を

め
ぐ

る
問

題

の
核

心

も

あ
る

が
、
こ

こ
で
は
、
両
者

の
対

立

点

は
未
だ
十

分

に
拓

か
れ

て

い
な

い
の

で
あ

る
。
そ

の
対
立

点

を
明

ら

か
に
示

す

に
は
、
さ
ら

に
行
為

の
「善



し

悪
し

L
を
定

め
る
も

の

(
　

)
が
必
要

で
あ
り

、
そ

れ
を

ソ

ク
ラ

テ
ス

は

「人

が

正
し

く
行

う
場
合

は

よ
り
善

く

、

麟

不

正

に
行

え
ば

悪

い
」

(
　

)
と

い
う
仕
方

で
規
定

す

る
。

し

か
し
ポ

ロ
ス

に
と

っ
て

こ
の
言
明

は
、

子

ど
も

に
で

も
反
駁

で

き
る
程

自
明

　
　

　

な
も

の

に
思

わ
れ

た

(
こ
れ

が
第

三

の
パ
ラ

ド
ク

ス
で
あ

る
)
。

何
故

な

ら

「
不
正

を
行

い
な
が
ら

、
幸
福

な

人

は
多

い
」

(
　

)
と
ポ

ロ
ス
は

考

え

て

い
る
か
ら

で
あ
る

。
し

か
し
彼

は
、

そ

の
根
拠

を

示
す

こ
と

が

で
き
な

い
。

ポ

ロ
ス

に
あ

っ
て
は
、

「
不

正
を

犯

し
な

が
ら
幸

福

で
あ

る
」

と

い
う

こ
と
は
、
定
着

す

る
場
所

を
持

た
ず

に
、

空

回
り

を
し

て

い
る
。

と

い
う

の
は
、

「
不
正

を
犯

し

な
が

ら
、
幸

福

な
人

が

い
る
」
と

い
う

こ

と
を
証

す

る
た
め

に
、
「
ア

ル
ケ

ラ
オ

ス
は
不
正

を
犯

し
な

が

ら
、
幸

福

で
は

な

い
か
!
」
と
叫

ん

で
み

て
も
、

そ

れ
は
同
語

反
復

に
過
ぎ

な

い
か

ら
ド

　

ら

で
あ

る
。

さ

て
そ
れ

で
は
、

以
上

の
こ
と
を
念

頭

に
お

い
た

上

で
、

こ

の
よ
う
な

見
解

が
何

を
意
味

し

、
ま

た

そ

の
な

か

に
ど

の
よ

う
な
問

題

が
含

ま
れ

て

い
る
か
を
見

て
み
よ

う
。
先
ず

こ
う

し
た
見
解

に
と

っ
て

「
不
正

な
人

」

と

「
不

正

な
行

い
」

と
は
、

ど

の
よ

う

に
理
解

さ
れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

「不

正

な
人

で
あ
る

」

と
ポ

ロ
ス
が
断

言

す

る
ア

ル
ケ

ラ
オ

ス

の
行

状
を

め
ぐ

っ
て
彼

が
掲

げ

た

の
は
、

「
王
位

を
奪

取

す
る

、
人

を
証

か
す
、

人
殺

し
を

す
る
」
と

い
う
不

正
な
行

為

で
あ

っ
た

(ミ

一〉
-U
)
。

ポ

ロ
ス
が

ア

ル
ケ

ラ
オ

ス
を

「
不

正
な

人

で
あ

る
」
(
　

)
と
言

う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

場

合
、

そ

れ
は
不

正
な

こ
と

を
し

た
と

い
う
点

に
あ
り

、

し
か
も

そ
れ

が

「
不
正

な
」

と
言

わ
れ

る

の
は
、
彼

が

こ
れ

こ
れ

の
法

(
ノ

モ
ス
)
を

　
り

　

破

る
行

為

を
行

っ
た

と

い
う
点

に
あ
る
。

と
す
れ
ば

、

先

ほ
ど

の
ソ

ク
ラ

テ
ス

の

「
行
為

の
善

し
悪

し

」
を
定

め

る

「
正
し

く
、

不
正

」

と

い
う

言

葉

も
、

ポ

ロ
ス

に
と

っ
て
は

「
ノ

モ

ス
に
適

う

、

ノ

モ
ス

に
反

す

る
」
と

い
う
地

点

か
ら
捉

え

ら
れ

て

い
た
わ

け

で
あ

る
。

無
論

、
今

ア

ル
ケ

ラ
オ

ス

の
行

状

と
し

て
掲
げ

ら

れ
た

よ
う
な

こ
と
が

「
不
正

で
あ

る

か

い
な

か
」

に

つ
い
て
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
と
ポ

ロ
ス

の
両

者

の
間

に
争

点

が
あ

る
わ

け
で

は
な

い
。

ポ

ロ
ス

に
と

っ
て
は

そ

の
よ
う
な

「
き

ま
り

や
法

(
ノ

モ
ス
)
」
を

犯

し
た

と
し

て
も
、

ア

ル
ケ

ラ
オ

ス

は
自

ら

が
望

む
も

の

(則

ち
、
先

の
ω

)

を
得

ら
れ

た

の
な
ら
、

「
幸
福

で
は
な

い
か
」
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

と

す
れ
ば

、

以
上

の
こ
と

は
、

(
a
)

「行

為

」

の
評

価

が
そ

こ

か
ら
生

ま
れ

る
そ

の
点

と

(β

)
「
人

を
幸

福

で
あ

る
」

と
評
す

る
点

の
二

つ
が
、
明

ら

か

に
別

の
観

点

で
あ

る



こ
と
を
物

語

っ
て

い
る

と
言

っ
て

よ

い
だ

ろ

う
。
則

ち
、

行
為

の

「
不

正
な
」

と

の
評
価

は
、

ま

さ

に
そ
の
行
為

が

法

に
外

れ
る
行
為

で
あ

る
と

い
う
、

そ

の
観

点

か
ら

の
評
価

で

あ
り
、

他
方

こ
れ

と
は
異

な
る
別

の
観

点

で
あ

る

「専

制
君

主

と
し

て
君
臨

し
支

配

し
な

が
ら
、
何

で
あ

れ
、

望

む

こ
と
を
行

っ
て
、

一
生
を

過
ご

し
通

す

」
生

こ
そ
望

ま

し

い
生

(ミ
ω
U
)

と
の
地
点

か
ら
、

そ

の
人

の

「
幸

福

で
あ

る
」
と

の
評
価

が
生

ま

れ
て
く

る

の
で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、
問

題

は
次

の
よ

う

に
集

約

さ
れ

よ
う
。

(
a
)

「
不
正

な
人

で
あ

る
」

と

の
理

解

は
、

こ

の
立

場

で
は
、

「
不

正
な

こ
と
を
行

う
」

と

い
う
点

か
ら

の
も

の
で
あ

り
、

そ
れ

は
取

り
も
直

さ
ず

、

「法

に
反
す

る
」
と

い
う
意
味

で

「
不

正
な
」
と
呼
ば

れ

て

い
る
。

つ
ま

り

「
不
正

な
」

と

い
う
評
価

は

ノ

モ
ス
に
よ

る
も

の

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ
故

「
正
し

さ
」

が
直
接

「
人

の
幸

/
不

幸

」

に
関

わ

る
も

の
と

は
思

わ
れ
ず

、

ノ

モ
ス

に
よ

っ
て

「
正

し
さ

」
と

「
人

の
如
何

に
あ

る
か
」

の
関
係

は

そ

こ
に
は
認

め

ら
れ

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

他
方

、

(
β
)

「
幸
福

で
あ

る
」

と

の
評
価

は
、

「
行
為

を
評

価

す
る
」

の

と
は
別

の
観
点

か
ら
出

て
く

る
も

の
で
あ
り

、
「
自

分

の
思

い
に
従

っ
て
何

で
も
行

う

こ
と

」
が
望

ま

し

い
生

で
あ

る

と

い
う
点

、

つ
ま

り

「
人

の
望

み
」
を

一
体
何

と

し

て
了
解

し

て

い
る

か
と

い
う
点

か
ら

の
も

の
で
あ

っ
た

。
無

論

、

こ

の
よ
う

な
立
場

に
あ

っ
て
は
、

(β

)
「
人

の
望

み
」

で
あ

る
幸
福

は
、

則

ち

「自

分

の
思

い
に
従

っ
て
何

で
も
行

う

こ
と

」
と
看

倣

さ
れ

て

い
る
以
上

、

(
a
)

の
観

点

(
ノ

モ
ス
と

し

て
の

「
正
し

さ
」
)
は
、

せ

い
ぜ

い

(β

)
に
資

す
る

か
ぎ

り
で
、

善

い
と
思

わ

れ
、

む
し

ろ

(
β
)

の

「
人

の
望

み
」

を
阻
害

す

る
と

思
わ

れ

る

「
不

正

を
受
け

る
」

こ
と

が
悪

し
き

こ
と

で
あ

る
と

理
解

さ
れ

る

こ
と

に
な
る
。

ポ

ロ
ス
の

「
不
正

を
受

け
る
方

が
不

正
を
行

う

こ
と

よ
り

悪

い
」

と

い
う
言
葉

も
そ

こ

か
ら
生

み
出

さ
れ

て
く

る
も

の

で
あ

っ
た
。

「
不

正
を

犯

し
な
が

ら
、
幸

福

で
あ

る
」

と

い
う

こ
と
が

こ

の
よ
う

に
肯
定

的

に
捉

え
ら

れ

る
と
き
、

無
論

プ

ラ
ト

ン
に
と

っ
て
問
題

だ

っ
た

ハ
い
ヒ

の
は
、

ω

「
人

の
望

み
で
あ

る
幸
福

」

が
、

そ

の
ま

ま

「
自

分

の
思

い
に
従

っ
て
何

で
も
行

う

こ
と
」

と
さ

れ

て

い
る
点

、

そ
し

て
ω

こ
れ

と
密

接

な
関

係

に
あ

る
も

の
と
し

て
、

「
正

し

い
人

」

を
捉

え
る
観
点

が

「
正

し

い
行
為

」

(
目

ノ

モ
ス
に
従

う
行
為

)

に
し

か
な

く
、

し

か
も
そ

れ

に

よ

っ
て

「
正

し
さ

」
は

、
人

の
あ

り
方

に
は
関

わ

ら
な

い
も

の
と

し

て
捉

え

ら
れ

て

い
る
と

い
う
点

で
あ

っ
た
。

そ

れ
故
プ

ラ

ト

ン
は

こ

れ
に
対

し

て
、

ポ

ロ
ス
説

の
反
駁

と

い
う
仕
方

で
、

正
義

と
幸

福

の
問
題

が
焦

点

を
結

ぶ
場
所

が
何

処

に
あ

る

か
を
示



し
て

い
く

(
　

)
が
、

そ

の
道
筋

に
あ

る

こ
と

に

つ
い
て
最

後

に
触

れ

て
お
き

た

い
。

ポ

ロ
ス
に
対

す
る
反

駁

は
、

「
不
正

な
」
と
捉

え

　ル
ら

ら
れ

る
行
為

に
対

す

る

「
醜

い
」
と

い
う
、

ポ

ロ
ス
の
評
価

の
承

認

に
依
拠

し

て
進

め
ら

れ
る

が
、
大

切

な

の
は
、

反
駁

の
た

め

に
ソ

ク
ラ

テ
ス

に
よ

っ
て
持

ち
出

さ

れ
た

「
美
/

醜

」

の
基

準

と
し

て

の

「
善
/

悪

」
と

「
快
/

苦

」

で
あ

る
。

こ

の
基

準

に
よ
る

反
駁

の
意
味

は
、

「
正

し

さ
」

か
ら
切

り
離

さ
れ
た

「
人

の
望

み
」

と

は
、
結

局

「欲

望

の
充

足
」

に
他

な
ら
ず

、

そ

の
場
合

の

.善

い
と
思

わ
れ

る
L

と

は

「
快

い
」

に
他

な

ら

な

い
と

い
う
点

に
あ

る
。

こ
れ
が

、

い
わ
ば

ポ

ロ
ス
の
説

を
背
後

か
ら
密

か

に
支

え

て

い
た

の
で
あ

り
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
は
ポ

ロ
ス
説

の
中

に
密

か
に
侵

入
し

て

い
た

「快

」
を
、

こ
れ
ま

た
密

か

に

(P

)
取

り
除

く

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
正
、
善

、

美
」
と

い

っ
た
価
値

の
本

来
語

ら

れ
る

べ
き

ハロ
　

場

を
指

し
示

し
た

の
で

あ
る
。

3

以

上

に
見

て
き

た
、
ゴ

ル
ギ

ア

ス
と
ポ

ロ
ス
の

「
正
義
」

理
解

の
問

題

は
簡
単

に
次

の
よ
う

に
言

え
よ

う
。
先

ず
、

ゴ

ル
ギ

ア

ス
と
ポ

ロ
ス
の

両
者

と

も

に
、

「
正
/

不

正
」
の
問

題
が
、

本
来

「
正
し

い
人
/

不

正
な
人

」
の
問

題

と
し

て
で

は
な
く

、
行

為

に
対

す

る
評

価

の
問
題

で
あ

っ
て
、

「
正
/

不
正

」

の
根

拠
を

ノ
モ

ス
に
置

い
て
捉

え

て

い
る
点

を
確

認

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

そ
し

て

こ

の
こ
と

と
表

裏

一
体

の
関
係

に
あ

る
も

の
と

し
て
プ

ラ

ト

ン
が
取

り
出

し

て

い
る

の
は
、

「
正
/

不
正

」
が

そ

の
よ
う

に
捉

え
ら

れ

て

い
る

と
き
、

「
人

は

一
体

何

を
望

む

か
」

と

い
う

問

題

の
成

行

き
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
立
場

で
は
、

「
人

の
望

み
」
は

ま

っ
た
く
無

規
定

な

ま
ま

に
、

し

か
し
そ

れ
と
気

づ

か
れ
ず

暗
黙

の
内

に
前

提

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
カ
リ

ク

レ
ス

の

い
わ
ゆ

る

「
自

然

の
正
義

」

の
立

場

と

は
、

以

上

の
よ
う

な
立

場
が

そ
れ

と
し

て
問

う

こ
と
な

く
、
暗

黙

の
内

に
前
提

し

て

い
る

「
人

の
望

み
」

を

よ
り
鮮

明
な

仕
方

で
取

り
出

そ
う

と

し
た
も

の

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

カ
リ

ク

レ
ス
の

い
わ
ゆ

る

「
自
然

の
正

義

」
と

は
、
「
よ
り
優

れ

た
者

が

よ

り
劣

っ
た
者

を
支
配

し
、

よ

り
多

く
を

取

る

こ
と
」
で
あ

る
が

、

こ

れ

は
よ
く

知
ら

れ

て

い
る
よ
う

に
、

ピ

ュ
シ

ス
と

ノ
モ

ス

(自
然

本
性

と
法

)

を
対
立

す

る
も

の
と

し
て
捉

え

る
理
解

に
基

づ

い
て

い
る
。

こ
の



対
立

を
用

い
て
、
「
余
計

に
取

る

こ
と
」
が
不

正

で
あ

り
、
醜

い
と

い
う

の
は
、

ノ

モ
ス

の
上

の
こ
と

で
あ

り
、

ピ

ュ
シ

ス
に
お

い
て

は
、

そ
れ

こ

そ

が

「
正
し

い
こ
と
で
あ

り
、
美

し

い
こ
と

で
あ

る
」
と

カ
リ

ク

レ
ス

は
言

う

。

こ
れ
は
無

論

、
ポ

ロ
ス
が
反
駁

さ

れ
た
原

因

を
取

り
除

く
手
立

て
で
も

あ

っ
た
。

で
は
、

こ
の
よ

う
な
主

張

は
ど

の
よ
う

に
先

の
ポ

ロ
ス

(多

く

の
人

び
と
)

の
立

場
を

継
承

し
た

も

の
と
言

え

る
の
だ

ろ
う

か
。

カ
リ

ク

レ
ス
は
ノ

モ
ス
ー

ピ

ュ
シ

ス
の
対
立

を
持

ち
出

す

こ
と

に
よ

っ
て
、

通
常

人
び

と
が

「
不

正
な

」

と
か

「醜

い
」

と

い
う
言

葉

に
よ

っ

て
自
他

の
様

々

な
振

舞

い
を

評
価

し

て

い
る

そ

の
全

体

を

「
ピ

ュ
シ

ス
に
反
す

る
単

な

る
人
び

と

の
取

り
決

め

に
他

な

ら
ず
、

愚

に
も

つ
か
な

い

無

価
値

な
も

の
」

(
　

)

と
し

て
放
榔

す

る
と

き
、

そ
れ

は
当
然

こ
れ
ま

で
見

て
き
た
、

人
び

と

の
持

つ

(
a
)

の
観

点

(
ノ

モ
ス

に
よ
る

行

為

の
評
価

)
を
、

不

正

は
醜

い
と

い
う

こ
と
も
含

め
、

棄
却

す

る

こ
と
を
意

味

す
る
。

そ

れ
は
例

え
ば

「
味
方

や
親

を

殴

り

つ
け

る
」

「
人

を
証

か
す
」

の
は

「
不

正

で
あ

る
」
と

か
、

ま
た

「
醜

い
」

と

か

い

っ
た
言

葉

の
効

力

を
失

わ
せ
、

そ

の
使
用

を
封

じ

る

こ
と

で
あ

ろ

う
。
則

ち
、

一

方

で

「
～

は
不
正

」
と

か

「～

は
醜

い
」
と

い
う

言
葉

が
総

じ

て

ノ
モ

ス
と
捉

え

ら

れ
る
と

き
、

そ
れ

は
自

己

の
他

者

に
対

す
る
振

舞

い
を
制

限

し

て

い
る

な
ん

ら
か

の
力

と
看

倣

さ

れ
、

し

か
も
他

方

そ

れ

に
は
何

の
根

拠

も
な

く
、
何

の
価

値

も
な

い
と

い
う

の
が

、
人
び

と

の
持

つ

(
a
)

の
観
点

に
対

す

る
カ

リ
ク

レ
ス
の
継
承

の
仕
方

で
あ

っ
た

と
言

え
よ
う

。

こ

の
よ
う

に

「
正
/

不
正

」
「
美

/
醜

」
を
他

者

に
対

す

る
振

舞

い
の
制
限

と
し

て
捉

え
、

そ

の
制

限

を
無
効

に
す
る

こ

と
で
、

こ

れ
と
全

く
表

裏

一
体

の
関

係

に
あ

る
、

(β
)

の
観
点

で
あ
る

「
人

の
望

み
」

は
、

「
よ

り
多
く

を
取

る

こ
と
」

と

し
て
語

ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。
則

ち
、

ポ

ロ

ス
に
お

い
て

「自

分

に
善

い
と
思

わ

れ
る

こ
と

は
何

で
も
行

え

る
自

由

」

は
、

こ

こ
で
先
ず
無

制

限

に

「
よ

り
多

く
を

取

る

こ
と
」

と
し

て
捉

え

ら

れ
る

こ
と

に
な

る

の
で
あ
る
。
と

こ
ろ

で

こ
れ
は
当

初
、
対
他
関

係

に
お

い
て
語

ら
れ
、
「
よ

り
優

れ
た
者

が

よ
り
劣

っ
た
者

を
支
配

し
、
よ

り

多
く

を
取

る
」

こ
と

で
あ

っ
た

が
、

し

か
し

一
体

「
よ
り
優

れ

た
者
」

と

は
誰

な

の
か
、

ま
た
何

に
関

し

て
、

よ
り
優

れ

た
者

が
支
配

し
、

よ

り

多

く
を
取

る
な

ら
、
そ

れ
が
正

し

い
こ
と

に
な
る

の
か

は
、
ま

さ

に
問

わ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
こ
と

で
あ

る

(
　

か
ら
　

に
か

け
て

の
対
話

を
参

照

さ
れ

た

い
)
。

そ

し
て

こ

の
問

い
に
対

す

る
答

え
が

「
国
家

公
共

の
事

柄

に
関

し

て
、

支
配

す

る
者

が
支
配

さ

れ
る
者

よ

り
多

く
を
取

る

と



い
う

の
が
、
正

し

い
こ
と

で
あ

る
」
(
　

)
に
到

る
と
き

、
ソ
ク

ラ
テ

ス

の
「
そ

の
支

配

す

る
人

は
、
自

分
自

身

を
支
配

し

て

い
る

の
か
」
(
　

)

と
い
う
問

い
を
転
換

の
契

機

と
し
て
、
そ
れ
ま
で
対
他

関
係

で
語

ら
れ
て
い
た
「
よ
り
多
く
を
取
る
」
と
は
、
再
度

「
欲
望

の
充

足
　

放
埒

」
(
　

　
)

と

し
て
捉

え
直

さ

れ
、

そ
れ

が
人

の
ア

レ
テ

ー
で

あ
り
、

幸
福

で
あ

る

と
さ

れ
る

の
で

あ

る

(
　

)
。

そ

し

て

「
人

の
望

み
し
が

「
欲
望

の
充

足

」
と
さ

れ
る

と
き

、
「
幸

福

に
生

き
る

(善

く
生

き

る
)
こ
と

は
、
快

く

生

き
る

」

(
　

以

外

で
は

な
く
な

る
。

さ

て
で
は

、
我

々
は

こ

の
転

換

の
持

つ
意

味

を
考

え

て
見
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

「
よ

り
優

れ
た
者

が
多

く

を
取

る

の
が
正

し

い
」
と
主

張
す

る

こ
の
説

は
、
既

に
見

た

よ
う

に
、
同
時

に

「
他
者

に
対

す

る
振
舞

い
を
制
隈

す

る
な

ん
ら

か

の
力

」

を

一
切
無
効

に
し

て

い
る
が
故

に
、
他

者

に

対

す
る
振

舞

い
と

い
う
点

で

こ
れ
を
覆

す

こ
と
は
不

可
能

で
あ

る
。

だ

が

こ
の
説

は
、

ノ

モ
ス
と

し
て

の

「
正

し
さ

」
を
棄

却

す
る

そ

の

一
点

で
、

ハめ
　

そ

の
裏
返

し

に
主
張

さ

れ
て

い
る
も

の

で
あ

っ
て
、

こ

の

「
優

れ
た
者

」

が
そ

れ

に
従

っ
て
生

き
る

と

い
わ

れ
る

「自

然

の
法

し

の
何

で
あ

る
か

が
明

示

さ
れ

て

い
る
わ

け
で

は
な

い
。

と

す

れ
ば

、

ま
ず

も

っ
て
、

こ

の

コ
優

れ
た
者

」

の
、
他

者

に
対

す

る
あ
り
方

や
振

舞

い
で
は
な

く
、

そ

の
人

自
身

の

「
あ

り
方

し
、

則

ち
そ

の
人
が

「
優

れ

て

い
る
」

と

い
う
場
合

の
、

「
そ

の
善

さ

(優

秀
性

)

が

一
体

何

に
よ

る

の
か
し

が
問

わ
れ

ね

ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

ソ

ク
ラ

テ

ス
に
よ

る
問

い
の
転
換

は
そ

こ

へ
向

け
ら

れ

て

い
た

の

で
あ

り

、
そ

こ
に
示
さ

れ

て

い
る
の

は
、

そ

の
人
自

身

の

「
あ
り
方

」
が

、
ま

さ

に
そ

の
ま

ま

「
欲
望

」

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
他

考

に
対
す

る
振

舞

い
の
制

限

と
し

て

の
ノ

モ
ス

の
棄

却

と

は
、

ま

さ

に
そ
れ
を

あ
ら

わ

に
す
る

た
め

の
も

の

で
あ

っ
た

と
思

わ

れ
る
。

さ
て

そ
れ

で
は
、

人

の
望

み

を

「
欲
望

の
充

足
」
と

す
る

こ
と

は

「正

し

く
」
、

ま
た

「
美

し

い
し
と
欝

え
る

か
。

そ

の
点

に
関

し

て
プ

ラ
ト

ン

が
指

摘

し
た

一
点

を
確

認

し
て

お

こ
う
。
人

の
望

み

を

「欲

望

の
充
足

」

と
す

る

こ
と
は
、

「
幸
福

に
生

き

る

(よ
く
生

き

る
こ

こ
と
が

「
あ
ら

ゆ
る
欲

望

を
持

ち
な

が
ら
、
こ

れ
を
満

た

す

こ
と
が

で
き
、
快

く

生

き
る

こ
と
」
で
あ

る
と

す

る
こ
と

に
他

な

ら
な

い
。

で
は

、済

癬
病

み
の
生
扁

は
ど

う

か
と

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
問
う

。

そ

の
よ
う
な
掻

き
続

け
な
が

ら

の
生

も

「
快

い
生

」

で
は
あ

る
。

だ

が
、

そ
れ
を

「
幸

福

な
生
」

と
言

う

こ

と
は

で
き

る

の
か
　

)。

カ
リ

ク

レ
ス
は

…、そ

ん
な

と

こ
ろ

に
話

を
持

っ
て

い

っ
て
恥

ず

か
し

く
な

い
の
か

!
」
　

。
)と

ソ

ク
ラ
テ



ス
を
責

め

る
が
、

こ

の
カ
リ

ク

レ
ス

の
非

難

の
言
葉
自

身

が
、

既

に
そ

の
よ
う

な
生

が

「醜

い
生

」

で
あ

る

こ
と
を
認

め
て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
そ

の
生

が
醜

い
と

さ
れ

る

の
は
、

そ

の
よ
う

な
欲
望

の
充

足

(
11
快

)
が
身

体

に

は
悪
し

き
も

の
だ

か
ら

で
あ

ろ

う
。
人

が
そ

の
よ

う
な
癖

癬
病

み
の
生

を

「
快

き
生

で
は
あ

れ
、
醜

い
生

」
と

し

て
選

び

と
ら

な

い
の
な

ら
、

こ

の
よ
う

な

「
美

/
醜

」

「善

/

悪
」
は
、

カ
リ

ク

レ
ス

の
言

う
意

味

で

の
自

然
本

性

に
よ

る
も

の
で

も
な
く

、

さ
り

と
て

ノ

モ
ス
の
上

の

こ
と

で
も
な

く
、

ま
さ

に

「
あ

る

」
と
人

は
認

め

て

い
る

の
で
あ

り
、

　
け

　

そ

の
意
味

で
我

々
の
生
を

最
も

原
初

的
な

場
面

で
限
定

し

て

い
る
も

の
な

の

で
あ

る
。

以
上

の
よ

う

に
見

て
き

た

と
き
、

ゴ

ル
ギ

ア
ス
↓

ポ

ロ
ス
↓

カ

リ
ク

レ
ス

と

い
う
吟

味

の
過
程

に
お
け

る
プ

ラ
ト

ン
の

「
正
義

」
探
究

の
途

は
、

差

し
当

た
り
次

の
よ

う

に
纒

め

る

こ
と
が

で
き

よ
う

。
先
ず

、
多

く

の
人

び
と

の
相
互

関
係

の
な

か
で
作
動

し

て

い
る
弁
論

術

と

い
う
場

に

お
け

る

「
正
義

」

の
捉

え
方

を

ゴ

ル
ギ

ア
ス

に
お

い
て
問

題

の
発
端

と
し

て
確

か
め
、

さ

ら

に
そ

の
よ
う

な
多

く

の
人

び

と

の

「
正
義

」

に
対

す
る
態

度

が

ど

の
よ
う

な
も

の

で
あ

る
か
を

よ
り
広

範

囲
な
視

野

か
ら

ポ

ロ
ス
と

の
対
話

に
よ

っ
て
描

き
、

そ
し

て
さ

ら

に
そ

の
態

度

の
持

っ
て

い
る
意

味

を

、

い
わ
ば
積

極
的

に
肯

定

す
る

と
す

れ
ば

、
ど

の
よ

う
な

も

の
に
な

る

か
を
カ

リ

ク

レ
ス
の
主
張

と

し

て
取

り
上

げ
吟

味

す
る

と

い
う
途

で

あ

っ
た

と
思

わ

れ

る
の

で
あ
る
。

4

カ
リ

ク

レ
ス
と

の
　

ま

で
の
議
論

で
、

カ
リ
ク

レ
ス
の

「
快

楽
説

」
は
成

り
立

た

な

い
こ
と

が
示

さ
れ
、

「
善

」
と

「
快

」
と

は
区
別

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。
し

か
し

こ

こ
ま
で

の
と

こ
ろ
、

「
快

」
と

は
別

の
も

の
と

さ
れ

た

「
善
」
に

つ

い
て
、

そ

れ
が

ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る

か
と

い

う

こ
と

に
は
未

だ
触

れ
ら

れ

て

い
な

い
。

そ
れ
を

示

し

て

い
く

こ
と

は
同
時

に
、

放
埒

に
、

あ

ら
ゆ

る
欲
望

を
満

た

し
な

が
ら

「
快
く

生

き
る
」

こ
と

が

「
幸
福

に
生
き

る
」
こ
と

で
な

い
な
ら

、
「
幸

福

に
生

き
る

こ
と

11
善

く

生

き
る
」
こ
と

は
ど

の
よ
う

な

こ
と

で
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
の
か

を

語

り
明

か
す

こ
と

で
あ

る
。



さ

て
　

ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

で
、

こ
れ

に
与

え

ら
れ

た
回
答

は
、

周
知

の
よ
う

に
、
凡

そ
す

べ
て

の
存
在

者

に

つ
い
て
、

そ

の
も

の
を
善

き

も

の
た

ら
し

め
る

「
規
律

・
配

置
」

(
　

)

や

「
秩
序

」

(
　

)

の
存
在

を
指

摘

す

る
こ
と

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
様

々
な
も

の
や
身

体

の
場
合

と

筒

様

に
、
魂

の
場
合

に
も
、

こ
の
よ

う
な

門
規
律

・
配
置

」

や

「
秩
序

」

を
持

つ
と
き
、
善

い
魂

と
言

わ

れ
、

そ
れ

が
　

正
義
　

で
あ

り

「
節
制

」

で
あ

る
と
語

ら
れ

る
こ
と

に
な

る

(
　

)
。

こ
の

こ
と

の
持

つ
意

味

は
、

既

に
多

く

の
人

に
よ

っ
て
様

々
な
観
点

か
ら

の
検

討

が
加

ハほ
　

え
ら
れ

て

い
る
の

で
、

こ
こ

で
は
措

く
と

し
て
、

丁
度

そ

の
直
後

の
箇
所

に
注

図

し
た

い
。

そ

こ
に

は
、

こ
れ
ま

で
見

て
き

た
　

人

の
望

み
し
と

「
人

の
あ
り
方

」

の
関
係

が
如

何

な
る

も

の
で
あ

る
か
、
明

ら

か

に
さ
れ

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ
る
。

そ

の
箇

所

で
も

な

お
、

「
身

体

と
魂

の
間

の
類

比
的

な
語

り
方
」
が
続

け

ら
れ

て

い
る
が
、

そ

こ
で

は
先

ず
身

体

に

つ
い
て
、
次

の
よ

う

に
語

ら

れ
て

い
る
。

門
欲

望

を
満

た
す

(
　

)

と

い
う

こ
と
も
、

例
え

ば
飢

え

て

い
て
食

べ
る

と

か
渇

い
て

い
て
飲

む
と

い
う
場

合

に
、
そ
れ

が
健
康

な
人

で
あ

れ
ば

、
大

抵

の
場
合

、
医
者

は
そ

の
人

が
望

む
だ

け
食

べ
た

り
飲

ん
だ
り

す

る
ま
ま

に
し
て

お
く

(
　

　
)
が
、
病

気

の
人

で
あ

れ
ば
、

い
わ
ば
如

何

な
る
場

合

に
も

そ

の
人

が
欲

望
す

る

も

の

(
　

〉
を

満

た

す

の
を
許

さ
な

い
　

)

こ
の
文
章

が
如
何

な

る

こ
と
を
語

っ
て

い
る
の

か
を
検

討
し

て

み
よ
う

。
先

ず

「
欲
望

を
満

た
す

」

と

い
う
こ

と
は
、

そ

脳
}
に
示

さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

具
体
的

に
は

「
飢

え

て

い
て
食

べ
る
」
、

「
渇

い
て

い
て
飲

む
」

と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

そ

の
場
合

、
健

康

な
人

で
あ

れ
ば
、

医
者

は

大

抵

「
そ

の
人

が
望

む
だ

け
、
食

べ
た
り
飲

ん
だ

り

し
て
欲

望
を

満

た
す

ま
ま

に
し

て
お

く
」
と
書

わ

れ
る
。

そ

れ
は

そ

の
人

の

「健

康

で
あ

る
　

こ
と

そ

の
こ
と
、

そ

し
て
健

康

で
あ

る
人

の
望

み
が
、

人

の

「
身
体

の
健

康

」

に
と

っ
て
、
欲

望

を
ど

れ
ほ

ど
満

た

せ
ば

よ

い
か
の
、

い
わ
ぼ

基

準

に
な

っ
て

い
る
か

ら
で
あ

る
。

他
方

、
病
気

の
人

の
場
合
、

そ

の
人

の
欲
望

す

る
も

の
を

そ

の
人

が
満

た

す

こ
と
を
医

者

が
許

さ
な

い
の
は
、

.「
病
気

で
あ

る
」

と

い
う

ま
さ

に
そ
の

こ
と

に
よ

っ
て
、

ど
れ

ほ
ど
満

た
せ
ば

よ

い
か

の
基

準
が

、

い
わ
ば
失

わ

れ
破
壊

さ

れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
は
次

の
こ
と

を
明

ら

か
に
し

て

い
る

と
思

わ
れ

る
。
身
体

に
と

っ
て

「
ど

れ
ほ
ど

の
欲

望

の
充

足

が

よ

い
か
し

と

い
う

響漏
と
は
、



健
康

な
人

〈健

康

で
あ

る

こ
と
〉
の

「
望

む
だ

け
」
が

そ

の
基

準

に
な

る
。
健

康

な
人

に
あ

っ
て

は
、

「健

康

で
あ

る
し
と

い
う
そ

の

こ
と

の
う

ち

に
、

欲
望

の
充

足

に
関

す

る
基
準

が

あ
り
、

そ

の
人

の

「
望

む

」

か
ぎ

り

の
も

の
が

そ

の
ま
ま
、

人

の

「
健

康

で
あ

る
」

こ
と
、

そ

し

て
健

康
を

保
持

し
増
進

さ

せ

る
も

の
で
あ

る

の
に
対

し
て
、

病
気

の
人

の
欲

望

は
、
例

え
ば

熱

や
病
変

に
よ

っ
て
現

れ
る

い
わ
ば

偽

り

の
も

の
で
あ
り

、

そ

れ

に
応

じ
て

「
ど

れ
ほ
ど

の
充

足
が

よ

い
か
」

に

つ

い
て
の
そ

の
人

の
望

み
も
、

偽

り

の
現

れ

と
な

る

の
で
あ

る
。

と
す

れ
ば

、

以
上

の
こ
と

は
、
「
望

む
　

と

い
う

こ
と
を
語

り
得

る
場
が
何

処

に
あ

る

か
を
正
確

に
示
し

て

い
る
と
書

わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

健
康

と

い
う
身

体

の
ア

レ
テ

ー
が
あ

る

と
き
、

そ

の
場
合

に
ま

た

「
望

み

」
も
本

来
的

に
語

り
得

る

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

則

ち
、
身

体

の
ア

レ

テ

ー
が
あ

る

と
き
、

そ

の
人
が
身

体

に
と

っ
て

「
最

善

と
思

う
事

柄

」
は
、

そ

の
人

が
身

体

に
と

っ
て

「
望

む
事
柄

(健

康

で
あ

る

ご
と
ご

と

イ

コ
ー

ル
に
な

る
が
、
病

気

で
あ

る

(身
体

の
ア

レ
テ
ー
を
欠

く

)
場
合

、

そ

の
人

が
身

体

に
と

っ
て

「
最
善

と

思
う
事

柄

」

は
、

決

し

て
そ

の
人

　め
　

が
身
体

に
と

っ
て

「
望

む
事

柄

(健
康

の
恢

復

ご

と
イ

コ
ー

ル

に
な

ら
ず

、
ず

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

勿
論

、
以

上

は
身
体

の
場
面

で
語

ら

れ
た

こ
と

で
あ

る
が
、

そ

の
よ
う

な
検
討

の
上

で
、
翻

っ
て
先

の
ω
　

正

/
不

正

の
知
」
と

「
正

し

い
人

」

を

め
ぐ

る
議

論

や
②

ω

「
自
分

に
思

わ

れ
る

こ
と

を
行

う
」

こ
と

と
@

「自

分

の
望

む

こ
と
を

行

う
」

こ
と

の
区
分

の
議
論

を
顧

み
る
な

ら
、
今

語

ら
れ

た
箇

所

へ
と
そ

れ
ら

の
議
論

は
収

敏

し
、

ま
た

そ
れ

ら

の
議
論

は

こ
の
箇

所

を
侯

っ
て
そ

の
意
味

が
あ

ら
わ

に
さ
れ

よ
う
。
則

ち
、
ω

の

議
論

で
、

「
正

し

い
人

は

正
し

い
こ
と
を

望

ん
で
、

こ

れ
を
行

う
し
と

い
う
言

葉

に
お

い
て
、

人

の

「
あ

り
方

篇
と
そ

の
人

の

「望

み
　

の
不
可

分

な
関

係

が
、

ア

レ
テ
ー

に
よ

っ
て
規

定

さ
れ

て

い
る

こ
と
が
、

先

の
言
葉

の
う
ち

に
正
確

に
示

さ

れ
て

い
る
。

さ

ら

に
②

に

つ
い
て
は
、

紛

と
回

の
区
別

は
、

そ

こ
で

、
自

分
　

と
言

わ

れ
た
行

為

の
主
体

の
あ

り
方

が

ア

レ
テ
ー
を

欠

く
と
き

、
ω

は

ま
さ

に

「
欲
望

の
充

足

観

で
あ

っ
て
、

そ

れ
は
決

し

て
@

の

「
自
分

の
望

む

こ
と

を
行

う
」

こ

と

に
は
な
ら
ず

、
ω

が

そ

の
ま
ま

@

で
あ
る

と
言

え
る

の
は
、

行
為

主
体

が

ア

レ
テ
ー

に
よ

っ
て
規

定

さ
れ

て

い
る
時

で
あ

る
こ
と

が
示

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。



5

し

か
し
以

上

の
、
身
体

の
場
面

に
半
ば

依

拠

し
て
述

べ
た
事

柄

は
、

も
う

一
度
改

め

て
考

え
直

し

て
み
る
必

要

が
あ

る
。

と

い
う

の
は
、
今

の

箇

所

の
議

論

に
続

い
て

「
魂

の
場

合
」

が
取

り
上

げ
ら

れ

る
と
き

、
そ

こ

に
は
必
ず

し
も

単
純

な
類

比
を

許

さ
な

い
事
情

が

あ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る

か
ら

で
あ
る
。

身
体

の
場

合

に
引

き
続

き
、
魂

の
場
合

が

取
り
上

げ

ら
れ

る
と

き
、

そ

こ
で
は
健

康

に
比

せ
ら

れ
る
魂

の
あ
り
方

に

つ
い
て
は

触

れ
ら

れ
ず

、

た
だ
病

気

に
比

せ
ら

れ
る
劣

悪
な

魂

の
場
合

の

み
が
語

ら
れ

る
。

そ
し

て
そ

の
場
合

、
身

体

と
同
様

の
や
り
方

が

あ

る
と
言

わ
れ

る

が
、

し

か
し
そ

こ
で
注

目
す

べ
き

は
、
身

体

の
場
合

と
異

な
り

、

一
体

誰

(何

)
が

こ

の

「
劣

悪
な
魂

」

を
欲
望

の
充

足

か
ら
遠

ざ

け
る

か
が

明

示
さ

れ

て

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る

(文

法
的

に
言

え
ば

、
先

の
身

体

の
場
合

の
医
者

に
当

た
る
主

語
が

な

い
文
章

と

な

っ
て

い
る
)
。

つ
ま

り

そ

こ
で
は

「
そ

の
魂

を
欲

望

か
ら
引

き
離

し
、

そ
れ

が
よ

り
優

れ
た

も

の
と
な

る
以
外

の
こ
と

を
す

る
よ

う
解

き
放

つ
こ
と

の
な

い
よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら
ず

(
　

)
、
そ

の
魂

が
欲
望

す

る
も

の
か

ら
引

き
離

し
て

お
く

こ
と

が
、
懲

ら

す

と

い
う

こ
と

(
　

)

で
あ

る
」

(
　

)

と
言

わ
れ

て

い
る
が
、

そ

の
場
合

、
主
語

が

明
示

さ

れ
な

い

こ
と

の
意
味

は
何

で
あ

ろ
う

か
。

こ
の

「
懲

ら
す

」
と

い
う
言
葉

に
着

目

し

て
、
ポ

ロ
ス
と

の
議

論

(
　

)
を
顧

み

て
み
よ

う
。

そ

こ
に
見

ら
れ

る

「
ま

っ
と

う

に

(
　

)
懲
ら

す
も

の
は
、
正

し
く

(
　

)
懲

ら
す

」
「
ま

っ
と

う

に
懲
ら

す
も

の
は
、
何

ら

か
の
正
義

を

用

い

て

(
　

)

懲
ら

す
」

と

の
言

葉

は
、
今

簡

単

に
言

え
ば

、

「
懲
ら

す

(罰

す

る
)
」

と

い
う
営

み
が

そ

れ
と
し

て
成

(

立

す

る

に
は
、

そ

こ
に

「
正
義

」

の
ア

レ
テ
ー

が
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
こ
と
を
物

語

る
言

葉

で
あ

る

と
思
わ

れ

る
。
す

る

と
、
今

問
題

の
箇
所

に

お

い
て
も

こ

こ
と
同
様

に
、

「
懲

ら
す

」
と

い
う
営

み

が
成
立

す

る

に
は
、
正
義

が
必
要

で
あ

り
、

そ

の
営

み

の
主
体

と
し

て
正
義

の
ア

レ
テ
ー
を

そ
な

え
た

「
正

し

い
人

」

を
考

え
る

べ
き
な

の
で
あ

ろ
う

か
。
実

際
、

ポ

ロ
ス
と

の
議
論

の
当
初

に
お

い
て
、
身
体

と
魂

に
関

わ

る
技
術

知

と
迎

合

が

区
別

さ
れ

た
と

き
、

正
義

(司
法

術

)
は

、
身
体

に
関

わ

る
医
術

に
応

じ

る
も

の
と

し
て
、

魂

に
関

わ
る
技

術
知

と

さ
れ

た

の
で
あ
り

、

そ



　
ほ

　

の
点

か
ら
見

て
も
、

正
義

、

な

い
し

正

し

い
人

を
、

そ

の
主
体

(主

語

)
と

し

て
こ

こ
に
読

み
込

む

こ
と
は

一
見
許

さ
れ

る

か

に
思

わ

れ
る
。

し

か
し
、
今

我

々
が
　

に

お

い
て
、
カ
リ

ク

レ
ス
と

の
対
話

の
要
点

を

ソ

ク
ラ

テ

ス
が
独
白

と

い
う
仕
方

で
述

べ
直

す

部
分

に
目

を

向

け

る
と
き
、

各

々

の
も

の

の
ア

レ
テ

ー
が
そ

れ

に
よ

っ
て

そ
な

わ
る

「
秩
序

や
調

和
」

は
、
魂

の
場
合

に
先
ず

「思

慮
節

制

」
と

さ

れ
て

い
る

が

、
こ
れ

に
伴

っ
て
語

ら
れ

る
正
義

の
議

論

は
、
既

に
指

摘

さ

れ
て

い
る
よ

う

に
、
「
ふ

さ
わ
し

い
も

の
」

(
　

)
を
媒

介

と
し

た
、

　　

ね

そ

れ
自
身

確

か

に
極

め

て
貧
弱

・
脆
弱

な

も

の
で
あ

る

こ
と
を
認

め
ざ

る

を
得

な

い
。

特

に
注
意

す

べ
き

は
、

「思

慮
節

制

の
あ

る
人

は
、
神

々
に

関

し

て
も
人
間

に
関

し

て
も

ふ
さ
わ

し

い
こ
と

を
行

う
」

(
　

)
、

そ
し

て
「
人

間

に
関

し

て

ふ
さ

わ
し

い
こ

と
を
行

う

の
は
、

正
し

い
こ
と

を
行

う

こ
と

で
あ

り
、
正

し

い
こ
と
を
行

う
人

は

正
し

い
人

で
あ

る
」

(
　

)
と

い
う
議
論

で
あ
る
。

こ

の
議

論

の
後
半

部
分

は
、
他

の
対

話
篇

に
訴

え
ず

と
も

、
既

に
我

々
が

見

て
き
た

と

こ
ろ

か
ら
し

て
も
、

二

つ
の
面

で
脆

弱

な
も

の
で

あ
る
。

則

ち
、
ω

「
正

し

い

こ
と
を
行

う
人

は
正

し

い
人

で
あ

る
と
言

わ
れ

て

い
る
」
点

と

、
し

か
も
②

「
そ

の
正
し

い
行
為

が
対

他
関

係

で
述

べ
ら

れ

て

い
る
」
点

で
あ

る
。

こ

の
議
論

の
前
半

部
分

が

「思

慮
節

制
あ

る
人

」

の
行

い
を
語

っ
て

い
る

こ
と

で
、

そ

の
脆
弱

さ

は
和

ら
げ

ら
れ

よ
う

が
、

そ

の
こ
と

は
同
時

に
、

正
義

の
み
な

ら

ず

、

そ

の
他

の
ア

レ
テ
ー

も
含

め

て
、
節
制

あ

る
人

は
そ

の

一
切

を

そ
な

え
た
意

味

で
、
完

全

な
よ

き
人

で
あ

り
、
幸
福

な
人

で
あ

る

こ
と
を
語

る
そ

の

一
部

と

し
て
、

明

ら

か
に

つ
け
た

り

の
観

を
否

め

な

い
。

そ

の
後

も

「
正
義

」

は

「
思
慮

節
制

」

と
並
び

、
言

及

さ
れ

る
が
、
今

我

々
が

検

討

し

て
み
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
は
、

そ

の
正
義

と
思
慮

節
制

の
関
係

で
あ

る
。

確

か

に
、

欲
望

の
飽

く
な

き
充

足

と
放
埒

を

も

っ
て
ア

レ
テ

ー
と
し

、
よ

き
生

(幸
福

な
生

)

も

そ

こ
に
あ

る
と
す

る

カ
リ

ク

レ
ス

の
快
楽

説

を

批
判

す

る
と

き
、
そ
う

い
う
生

の
対
極

に
あ

り
、
そ
れ

に
対

峙

す

る
も

の
と

し
て
、
「思

慮
節

制

」
と

い
う

ア

レ
テ
ー

が
先
ず

登
場

し

た

こ
と
は
、

或

る
意
味

で
極

め
て
自
然

な

こ
と

だ

と
も
認

め
ら

れ

よ
う
。

ホ

ワ
イ
ト

は
、
後

に

『国
家

』

に

お

い
て
大

々
的

に
正
義

が
探
究

さ

れ
る
前

に
、

思

慮

節
制

の
ア

レ
テ
ー
が
確

立

さ
れ

て

お
く
必
要

が

あ
り
、

正
義

に
関

す

る
論
証

は

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』

の
主

題

で
は

な

か

っ
た

こ
と

を

か
な
り
詳

細

　バ
　

な

議
論

で
示

そ
う

と
し

て

い
る
。
彼

の
議

論

は
、

か
な

り

の
点

で
肯

定

で
き

る
も

の

で
あ

る

が
、
我

々
が

3
節

ま

で

に
見

た

よ
う

に
、

カ
リ

ク

レ

ス
説

へ
導

い
て
き

た
も

の
が
、

人
び

と

に
お

け
る

「
正
義

」
理
解

の
歪

み

や
顛
倒

の
由

来

を
求

め
て

き
た
結

果

で
あ

り
、

そ

の
結

果

と
し

て

の

「
人



の
望

み

11
欲

望

の
充
足

L

と

い
う

の
が
プ

ラ
ト

ン

の
問

題

で
あ

っ
た

と
す

れ
ば
、

や

は
り
彼

の
言

う

こ
と

に
全
面

的

な
賛
意

を

示
す
こ

と

は

で
き

な

い
で
あ

ろ

う
。

一
体
、

思
慮
節

制

に
関

わ

る
事

柄

は
、
実

は
カ

リ
ク

レ
ス
の
快

楽
説

批
判

に
お

い
て
始

め

て
登
場

し
た

も

の
で

は
な

い
。
先

に
触

れ
た

ポ
ロ

ス

と

の
対
話

に
お

い
て
、
魂

の
劣

性

と
し

て

「
放
埒
」
が
掲

げ

ら
れ

た
と

き
、
問

題

の
射

程

の
中

に
入

っ
て
き

て

い
る

の
で
あ

る
。
特

に
我

々

は
、

　
裁

き

は
放
埒

と
不

正

か
ら

の
解

放

で
あ

ゆ
、

人
び

と
を

思
慮
節

制

あ

る
も

の

に
し
、

よ
り
正

し

い
人

に
し
、
魂

の
劣
性

を
癒

す
も

の
と
な

る
し

(
　

)
と
語

ら
れ

る
言

葉

に
注
目

し
よ

う
。

つ
ま

り
、

こ

こ
で
は

「裁

き

」

(
　

「
懲

ら
す

こ

と
」

(
　

)
は
明

ら

か

に
、

　
放
埒

」

(
　

)
と

「
不
正

し

(
　

)
の
双
方

に
関

わ

り
、

そ

の
双

方

を
癒

す
も

の
と

し

て
考

え

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
こ
と

と
、
我

腰

が

既

に
見
た

カ

リ
ク

レ
ス
の

「
幸
福

11
快

楽

」
説

が
当
初

、

正
義

を

ノ

モ
ス
と
し

て
棄
却

し

、
そ

れ

に
代

え

て

「自

然

の
正
義

」

を
主
張

す

る

と

き
、

そ

の
必

然
的

な
結

果

と
し

て
出

て
く

る
主
張

で
あ

っ
た

こ
と
を
考

え
あ

わ

せ
る
な

ら
、
我

々
は
次

の
よ

う

に
奮

う

こ

と
が
可
能

で
あ
る

と
思

わ
れ

る
。

「
放
埒
」
に
対
峙

す

る
も

の
と

し
て

「
思
慮

節
制

」
を
確

定

し
た

と
き
、

残

っ
て

い
る
問

題

は
、

む
し

ろ

「
欲
望

の
充

足
」
が

単

に

「
思

慮

節
制

」

に
反

す
る
も

の
で
あ

る
ば

か
り

で
は

な
く
、

そ

れ
が

ま
た

「
不
正

で
あ

る
し

と

い
う

こ
と

を
解

き
明

か
す

こ
と

に
あ

る
と
。

つ
ま

り
、

そ
れ

は
　

と

い
う
線

と
　

と

い
う
線

の
二

つ
で
問

題

に
な
る

こ
と
が
あ

り
、

し
た

が

っ
て
ω

の
線
上

の
問

題

が

一
旦
　

と

の
対

立

で
捉

え
ら
れ

た

と
き

の
問
題

に
は
答

え
て

い
る
が

、
し

か
し
ω

の
問

題

は
そ

れ
だ
け

で

は
不
十

分

で
あ

り
、
i

と

い
う

の
は
、
先

に
見

た

よ
う

に
、
　

)
は
ま

さ
し
く
　

に
よ

っ
て
、

ま

っ
と

う

に
果

た

さ
れ

る
と
考

え
ら

れ

て

い
る
か

ら
で

あ
る
が

、

i

ω

の
問
題

は
、
さ

ら

に
②

の
問
題

と
し

て
も
答

え
ら

れ
ね
ば

な
ら

な

か

っ

た

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

繰

り
返

せ
ば
、

「
欲
望

の
充

足

」
と

い
う

「
放
埒
な
生
」
が

「
幸
福

な
生

」
で

は
な
く

、

「思

慮
節

制

の
あ

る
生

」

(節
度

あ

る
生

)
が

そ
う

だ
と

い
う

だ
け

で
な

く
、

「
欲
望

の
充

足

し
と

い
う

「
放
埒
な
生

し
は
ま
さ

に

「
不
正

な
生

し
で
あ

る

こ
と

が
示

さ
れ

る
必
要

が

あ

っ
た

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

と
す

れ
ば

、
我

々

は
先

の

「魂

の
場
合

し
を
語

る
文
章

に
戻

っ
て
、

む

し

ろ
先

の
文

章

に
お

い
て
主
語

が
明

示
さ

れ

て

い
な

い
と

い
う
点

こ
そ
、



問

題

で
あ

る
と
考

え
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
我

々
は
、

む
し

ろ
逆

に
理
解

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で

は
な

い
か
。

と

い
う

の
は
、

劣
悪

な

魂

(
放
埒
で
不
正

な
魂

)
で
あ
る

か
ぎ

り
、

「
そ

の
魂

を
欲

望

か
ら
引

き
離

し

、
そ

れ
が

よ
り
優

れ

た
も

の
と

な

る
以
外

の

こ
と
を

す
る

よ
う
解

き

放

つ
こ
と
の
な

い
よ
う

に
し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」
と
言

う

と
き
、

そ

の
主
語

が
示

さ

れ
な

か

っ
た

の
は
、

「引

き
離

し

、
解

き
放

た
な

い
よ

う

に

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
」

と

い
う

こ
と
が
言

え
な

く

な

っ
て

い
る

の
が

、

こ

の
劣

悪
な
魂

で
あ
り

、
そ

れ

は
正
義

を
完
全

に
失

っ
て

い
る
と

い
う

意
味

で
、

「
懲

ら
す
」
と

い
う

こ
と
が
最

早
成

り
立

た

な
く

な

っ
て

い
る

こ
と
を
語

っ
て

い
る
の

で
は
な

い
か
。

し
た
が

っ
て
、
欲
望

の
充

足

"
放

坪

の
生

が
、
単

に
思
慮

節
制

11
節

度

あ

る
生

と

の
対

比

に
お

い
て
否
定

さ

れ
る
だ

け

で
な
く

、

そ
れ

が
ま

さ

に
正
義

を

完
全

に
失

っ
た
と

い
う
意

味

で

「
不
正
」

で
あ

り
、

そ

れ
を
如
何

に
否
定

で
き

る

か
と

い
う
点

に
問
題

は
懸

か

っ
て

い
る

こ
と

を
示

し
て

い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

以
上

見

て
き
た
点

か
ら

す

れ
ば

、

我

々
は

こ

の
よ
う

な

『
ゴ

ル
ギ

ア

ス
』
の

「
正
義

」
探
究

が

、

『
ク
リ

ト

ン
』

の
先

の
言

葉

を
出
発

点

に
取

り

な

が
ら

、

『国
家

』
に

お

い
て
、
第

2
巻

の
冒
頭

の
グ

ラ
ウ

コ
ン
の
ギ

ュ
ゲ

ス
の
指
輪

の
話

に
見

ら

れ
る
人

び

と

の

「
正
義

」
理
解

(
　

2
)
)

へ
と
先
ず

収
赦

し
、

そ

こ
か

ら
さ

ら

に

「
正
義

と
不

正

の
そ

れ
ぞ

れ
は
何

で
あ

る

か
、

そ
れ
ぞ

れ
が
魂

の
う

ち

に
あ

っ
て
、

そ
れ
自

体

と
し

て
如

何

な

る
ち

か
ら
を
持

つ
の
か
」

(
　

)
と

い
う
問

い
を

形

づ
く

る
仕
方

で
、

「
正
義

」
そ

の
も

の

へ
の
探
究

に
プ

ラ
ト

ン
を
向

か
わ

せ

た
も

の
で

あ

る

こ
と
を
確

信

す
る

こ
と

が

で
き
る

よ
う

に
思

う
。

註

(
1
)
　

松
永
雄
二

『知
と
不
知
』

(東
京
大
学
出
版
会
、
一
8
ω
)
の
第

八
章
、
第
十
章
参
照
。
な

お
、
私
は
こ
の
稿

を
成

す
に
当
た

っ
て
、

こ
の
書

に
収
め
ら
れ
た
論
文
に
数
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
い
る
。

(
2
)

こ
の
箇
所
の
持

つ
意
味
、
並
び

に

『
ゴ

ル
ギ
ア

ス
』
第

一
部
全
体

の
構
造

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
正
義

と
知
」

(森
俊
洋

・中
畑
正
志
編

『プ

ラ
ト

ン



的

探
究

』

九

州

大
学

出

版

会

、
　

O
)

に
お

い
て
論

じ

た

。

(3
)

ゴ

ル
ギ

ア

ス
は

、
弁

論

術

を
他

の
競

技

的
技

術

や

能
力

と
全

く

同
様

の
も

の
と
看

倣

し

て

い
る

か
ら

、

そ

れ
ら

の
技
術

に
付

け

ら

れ

る

「
正

し

い
使

用

」

と

い
う
条

件

は
、

ま
た

「
弁
論

術

」

に
も
付

け

ら

れ

ね
ば

な

ら

な

い
と
考

え
て

い
る
。

な

お

、

こ

の
点

に

つ
い

て
は
前

掲

論

文

「
正
義

と

知

」

の

註

の

も
参

照

。

(4

)

こ

の
点

に
関

す

る

、

よ
り

詳

細

な
検

討

は

、
前

掲

の
拙
論

「正

義

と
知

」

(
　

を

参

照

さ

れ

た

い
。

(5

)

こ

の
箇

所

の
議

論

、
特

に
目

的
論

の
構

造

を

ど

の
よ

う

に

理
解

す

べ
き

か

は
、

別

の
機

会

に
詳

細

な
検

討

を

必
要

と

す

る
。

こ

の
点

に

つ
い

て
は
、

岡
部

勉

「
　

」

(『
古
代

哲

学

研

究
』
　

)
が

か
な

り
詳

細

な

検
討

を
加

え

て

お

り
、

私

も

現
在

の
と

こ

ろ
、

岡

部
氏

と

か
な

り

近

い
理

解

を

し

て

い
る

。

(6

)
　

の
ポ

ロ
ス

の
言
葉

は
、

い
ず

れ

も

そ

の

こ
と
を

示

し

て

い
る
。

(
7
)

ポ

ロ
ス
と

の
対

話

に
お

い
て
、

ソ

ク

ラ

テ

ス
の
語

る
三

つ

の
主

題

、

弁
論

術

の
迎
合

へ
の
位

置

づ

け

、
善

い
と

思

わ

れ
る

こ
と
を

行

う

こ
と

と
望

ん

で

い
る

こ
と

を
行

う

こ
と

の
区

別

、

正

し

さ
と

幸
福

(善

)

と

の
結

び

付

き

(不

正

を

行

う
方

が

不

正

を
受

け

る

こ
と

よ
り

悪

い
な
ど

)

は
、

す

べ
て

ポ

ロ
ス

に
と

っ
て
パ

ラ
ド

ク

ス

(常
識

に
反

す

る

も

の
)

と

し

て
語

ら
れ

て

い
る
。

今

、

こ

こ

に
そ

の
詳

細

を

尽

く

す

こ
と

は

で

き
な

い
が

、
ポ

ロ
ス

と

の
対

話

に
お

け

る

こ

の
三

つ
の
パ

ラ

ド

ク

ス
は

、

「
よ
く

生

き

る

こ
と
」
に
関

わ

る
根

源
的

な
問

題

場

面

か

ら
す

る

一
連

の
も

の

で
あ

り
、

ま

さ

に
多

く

の
人
び

と

の

思

い

(常
識

)

に
反

す

る

も

の
と

し

て

、

ソ

ク
ラ

テ

ス

に
よ

っ
て
提

出

さ

れ

て

い

る

こ
と

の
意

味

を
我

々

は
注

意

深

く
見

極

め

る
必

要

が

あ

ろ

う
。

(8
)

ア

ル
ケ

ラ
オ

ス
を
証

人

と

す

る
ポ

ロ

ス

の
反
駁

に
対

し

て
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

「何

処

か

ら

」

(
　

)
反

駁

さ

れ

て
し

ま

っ
て

い
る

と
考

え

る

の
か
尋

ね
て

い
る

が
、

ポ

ロ
ス

の
反

駁

は

ま

さ

に
何

を
根

拠

に
し

て

い
る

の
か

が
見

え

な

い
。

9

司
。
㌍
淘
9

の
見
解

(評
判

)
は
、

基

本

的

に
言

っ

て
、

「多

く

の
人

び

と

が
そ

う

言

っ
て

い
る

か

ら
、

そ
う

で

あ

る
」

と

い
う
仕

方

で
、

堂

々
回

り
を

し

て

い
る

も

の

で
あ

ろ

う
。

(9

)

ポ

ロ
ス

は
、

ア

ル
ケ

ラ

オ

ス
の
身

分

と
彼

の
弟

の
王

位

継

承
権

に

つ

い
て
、
　

)
と

い
う
言

葉

を

用

い
、

双
方

に

応

じ

て
　

)
と
　

)
と

い
う
言

い
方

を

し

て

い
る

。
　

の
用

法

は

そ

れ

ぞ
れ

、

「
ア

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ル
ケ

ラ
オ

ス

は
本

来

な

ら
当

然

、

ア

ル
ケ

タ

ス

の
奴

隷

で
あ

っ
た
」

「
王
位

は
本
来

、
彼

の
弟

の

も

の

で
あ

っ
た
」
と

い
う

こ

と

で
あ

る

か

ら
、

こ
れ

は

「
法

と

か
世

の
慣

習

に
従

え
ば

」

と

い
う

こ
と
を

意

味

す

る

も

の
で

あ
る

と
考

え

ら
れ

る

。

そ

れ
ぞ

れ

に
応

じ

て

用

い
ら

れ
た
　



と

曾
k
ミ

e
つ

も

「
ア

ル

ケ
タ

ス
に
奴

隷

と

し

て
仕

え
る

こ
と
」

「
本
来

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
よ
う

に
、
弟

を

育

て

上
げ

、

(与

か

っ
て

い
る

)
王

権

を

返
還

す

る

こ
と
」
と
理

解

さ

れ

る

か
ら

、
同

様

に
考

え

ね
ば

な

ら

な

い
で
あ

ろ

う
。

こ

の
　

と

い
う

言

い
方

は
、

プ

ラ

ト

ン

の
対

話

篇

に
は

あ

ま

り
見

ら

れ

な

い
言

い
方

で
あ

る
。
『
ソ

ク
ラ
テ

ス

の
弁

明

』
に
、
　

と

い
う
言

い
方

と

と
も

に
登

場

す
る
　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ω
①
国
卜。
)。

い
ず

れ

も
法

と

の
関

係

で
語

ら

れ

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ

る

。

こ

の
点

に

つ
い
て

は

、

さ
ら

に
　

　
を

参

照
。

な

お
前

掲

の
岡

部

論

文

の
註

㈹

に
は
、
　

・

(
　

も
含

む
)
の
該
当

箇

所

と

し

て
、

こ

こ

に
取

り
L

げ

た
　

の
双

方

の
箇

所

も

掲

げ

ら

れ

て

い
る

が

、
今

述

べ
た

よ
う

な

理
由

か
ら

も
、

こ

の
箇

所

は

む

し

ろ
外

す

べ
き

で

は

な

い

か
と
考

え

る
。

(
10
)

ポ

ロ
ス
と

の
対

話

に
お

い
て
、

こ
の
点

を

質

す

ソ

ク

ラ

テ

ス

の
問

い
は

「幸

福

と

は
何

か
」
で

は
な

く

、

「誰

が

一
体

幸
福

な

の
か

」
と

い
う
問

い

で

あ

る

(ミ

ト。
O
-
O
)
。

(
11

)

ポ

ロ
ス

に
と

っ
て

「
正

し
く

/

不

正

に
」

行

う

か

ど

う

か
は

、

ど

ち

ら

で
も

よ

い
も

の
と
看

倣

さ

れ

て

い
る

(
　

)

が
、

そ
れ

は

(
　
)

の
人

の

望

み

と
同

一
視

さ

れ
た

「自

分

に
善

い
と
思

わ

れ

る

こ

と

は
何

で

も
行

え

る
自
由

」

が
確

保

で
き

る

か
ぎ

り

に

お

い
て
、

つ
ま

り

「善

」

と

い
う
点

か

ら

の
も

の

で
あ

る

が
、

「
不

正

な
」

と

さ

れ

る
行

為

が

「醜

い
」

と

評
価

さ

れ

る

か
ぎ

り

に
お

い
て
は

、

「不

正

な

」

と

は
彼

に
と

っ
て
な

お
意

味

を

持

つ
も

の

で
あ

っ
た

。

(
12

)

第

二
部

の

「
ポ

ロ
ス
と

の
議

論

」
の
内

、

特

に

「
不

正

を
受

け

る

方

が

不
正

を

行

う

よ
り

悪

い
」
と

の
ポ

ロ
ス

の
主

張

(「多

く

の
人

び

と

」
の
理
解

)

を
覆

す
、
ソ

ク

ラ
テ

ス
の

エ
レ

ン

コ
ス

の
意
味

と

エ
レ

ン

コ
ス

の
有

効
性

を
め

ぐ

る
議

論

に

つ

い
て

は
、
拙
稿

「不

正

と

ポ

ロ
ス
　

　
の

エ

レ
ン

コ

ス

の
語

る
も

の
」

(古

代

哲
学

会

編

『古

代

哲

学

研
究

』
　

)

を
参

照

さ

れ

た

い
。

(
13
)
　

の
「優

れ
た

者

は

、
確

か

に
法

に
も
従

っ
て

い
る
、

し

か
し

そ

の
法

は
自

然

の
法

で
あ

っ
て

、
我

々

が
立

て
る

法

に
従

っ
て

い
る

と

い
う

わ

け

で
は

な

い
」

と

い
う
言

葉

を

参

照
。

(
14
)

こ

の
箇

所

も
含

め
、

こ
れ

以
降

の

「
カ
リ

ク

レ

ス

の
快

楽

主

義

」
批

判

の
詳

細

に

つ
い
て

は

、
本

誌
第

6
輯

(
　

)

に
掲

載

さ

れ

て

い
る

、

伊
東

斌

「プ

ラ
ト

ン

『
ゴ
ル
ギ
ア

ス
』
に
お
け
る
快
楽

ー

善
考
察

の
た
め
の
予
備
的
段
階

」
が
是
非
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(15
)

最

も
正

確

な
指

摘

は
、

前

掲

の
松

永

雄

二

『知

と

不

知
』

に
見

ら

れ

る
。

(16
)

先

の
　

に

お
け

る

ω

と
@

の
区
別

に
関
連

し

て
、
　

と

も
　

の
用
語

法

上

の
区

別

が

盛

ん

に
論

じ

ら

れ

て

い
る

。
大



勢
は
用
語
法
上
、
区
別
が
な

い
と

い
う
方
向

で
あ
る
。
例

え
ば
、
　

　
は
、

こ
こ
で
の
　

と

も
　

は
　

に
用

い
ら
れ
て
い
る
と

言
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
箇
所

の
持

つ
意
味
を
完
全

に
見
失
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(17
)

技
術
知
と
迎
合

の
区
別

の
箇
所
は
勿
論
、

一
見

し
た
と

こ
ろ
、
そ
う
見
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
本
来
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
術
と
弁
論
術
が
あ
た

か
も
本
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
で
、
立
法
術
と
正
義

(司
法
術

)
を
覆

い
隠

し
て
い
る
と

い
う
点

に
そ
の
ポ
イ

ン
ト
が
あ
る
。

(18
)

前
掲

の
　

の
論
文

(
　

)
を
参
照
。

(19
)

を
窪
8

の
論
述

(前
掲

の
論
文

)
は
、
大
半
が
カ
リ
ク
レ
ス
の
主
張
と

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
そ

の
吟
味

に
考
察
が
向

け
ら
れ
て
お
り
、
カ
リ
ク
レ
ス

の
主
張

へ
到
る
ま
で
の
経
緯

が
や
や
な
お
ざ
り

に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(昭
和
五
十

二
年
本
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了

・
長
崎
大
学
教
養
部
助
教
授
)


