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プ

ラ

ト

ン
に
お
け

る
知

識

論
成

立

の

一
断

面

名

の
正
し
さ

(
　

)
の
問

の
意
味

水

崎

博

明

ハユ
ね

知
識
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
我
々
が
は
ん
と
う
に
論
じ
う
る
た
め
に
は
、
最
小
隈
ど
れ
だ
け
の
手
続
き
が
必
要

で
あ
る
と
プ
ラ
ト
ン
は

考
え
た
か
。

こ
の
小
論
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
編

『
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
」
の
主
題

『
名

の
正
し
さ
」
の
も

つ
問
題

意
識
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
う
も

の
で
あ
る
。
-

す
な
わ
ち
、
『
名
の
正
し
さ
』
の
問
は
、
い
か
な
る
場
所
で
知
識
論
を
成
立

オ

ノ
マ

プ
ヲ
　

グ

マ

ウ
　

シ
ア

す
が
た

さ

せ

う

る

問

と

な

る

の

か

。
名

(
　

)
、

レ
ー

マ

(
　

)
、

こ
と

が

ら

(
　

)
、

ロ
ゴ

ス

(
　

)
、

あ

り

(
　

)
、

形

相

エ
で
ド

ス

イ
デ

ア

ハ　

　

(
　
　

)
等
は
ど
う
考
え
ら
れ
た
か
。

そ
こ
で
考
察
は
以
下
の
順
序
で
行
わ
れ
る
。

一

資
料
と
分
析

　
名

の
正
し
さ
を
め
ぐ
る
二
説

　ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
説
批
判

　
語
源
論
に
お
け
る
展
開

　
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
説
批
判



先

ず

、

我

々
の
考

察

を

、

そ

の
共

有

の
土

俵

と

も

い
う

べ
き
も

の
を

こ
し

ら

え

る

こ
と

に

よ

っ
て
始

め

よ

う

。

そ

れ

は
以

下

の
資

料

と

分

析

で
あ

る
。

ω

名

の
正
し
さ
に

つ
い
て
相
争
う
と
見
ら
れ
る
二
つ
の
説
が
語
ら
れ
る
。
即
ち
ー

ク

ラ

チ

ュ

ロ

ス
説

　

ヘ

へ

a

「
あ

る

と

い
わ

れ

る

も

の
」

の
各

々
に

は

、

自

然

本

来

も

と

も

と

(
　

)
生

じ

た

も

の
と

し

て

の
名

の
正

し

さ

が

あ

る

。

又

、

く

何

で
あ

れ

人

々
が

自

ら

の
言

語

の
部

分

を

発
声

し

な

が
ら

、

そ
う

呼

ぶ

こ
と
を

協

定

し

な

が

ら

呼

ん

で

い

る
よ

う

な

も

の
、

そ

の
も

の
が

名

で
あ

る
と

い
う

の

で
は

な

い
。
否

、
ギ

リ

シ
ャ
人

に
も

外

国

人

に
も

、
す

べ

て
万

人

に

同

一
な
も

の

と

し

て
、
名

の
何

か

一
個

の
あ

る

正

し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘヨ

　

さ

が

、

も

と

も

と

生

じ

て

い
る

。

二

分
析
と
転
位

　
(
「
で
き
る
」
こ
と
)
ー
そ
の
典
型
的
二
重
構
造

　ロゴ

ス

真

正
し
さ

　
名

す
が
た

も
の

　
立
法
家
と
問
答
家

　
批
判

　
結

び

ー



　

へぐ
　

b

そ
れ

が

と

に

か

く
名

で
あ

る

限

り

の
名

は

、
す

べ

て
正

し

く

お

か

れ

て
お

り

、

名

を

知

る

も

の
は

こ
と

が

ら

を

知

る

も

の

で
あ

く

り

、

そ

し

て

こ
れ

が

存

在

を

知

る

こ
と

の
、

又

発

見
す

る

こ
と

の
唯

周
の
方

法

で
あ

る
。

何

故

な

ら

、

名

は

す

べ

て
同

じ

も

の
の

も

と

に

(
　

)
、

岡

じ
も

の

に
向

っ
て

(
　

)
出
来

た

の
だ

と

人

は

考

え

て
語

る

の
だ

か

ら

、

す

べ

て
名

は

名

を

た

て
る
も

の

に
と

っ
て

調

和
す

る

も

の

で
あ

り

・

従

っ
て
・

彼

は

そ

の
時

知

っ
て

い

て
名

を

た

て

て

い
る

と

い
え

る

の
だ

か
ら

〉

(6
)

ブ
ユ
シ
ス

c

ヘ

ル
モ
ゲ

ネ

ス
に

は

ヘ

ル
モ

ゲ

ネ

ス
は
名

で

は

な

い
。

そ
れ

は
本

性

も

そ

う

あ

る

人

の
名

だ

。

〈　

ハマ
け

d

虚

偽

を

語

る

こ
と

、
主

張

す

る

こ
と

、

述

べ
る

こ
と

、

呼

び

か

け

る

こ
と

な

ど

は

な

い
。

〈ヘ
ル

モ
ゲ

ネ

ス
説

＼
!

シ
、
ン
テ
ー
ケ
ー

難
モ
σ
ギ
ア

ノ
モ
ス

ヱ
ト
ス

a

名

の
正
し
さ
と
は
、

協
定

と

同
意

で
あ
り
、
又
法
定
と
習
慣
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
で
あ
れ
人
が
あ
る
も
の
に
名
と
し
て
立

く

ハき
レ

て

る

そ

の
も

の
が

、

正

し

い
名

で
あ

っ
て
、

又

別

の
を

お

き

か

え

れ

ば

、

そ

の
も

の
が

そ

こ

で
又

正

し

い
名

と

な

る

。

　b

従

っ
て
、

人

々
が

「
人

」

と
呼

ぷ
も

の
を

、
自

分

は

「
馬
」

と
呼

び

、

又

「
馬
」

と
呼

ぷ
も

の
を

、

「
人
」

と
呼

ぶ

こ
と

も

可

能

く

チ
　
モ
シ
ア

イ
ヂ
イ
オ
ス

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
公
的
に
は

「
人
」
が
名
で
あ
る
時
、
私
的
に
は

「
馬
」
が
名
で
あ
り
、
又
、
公
的
に

「馬
」

が
名
で
あ
る
時
、
私
的

ハ　

　

に

は

「
人

」

が

名

で
あ

る

こ
と

も

可

能

。

②

ヘ
ル

モ
ゲ

ネ

ス
一説
批
判

　

へゆ
リ

ホ
け
タ

ヘ

へ

ぬ

a

第

一
の
批

判

は

、

全

体

た
る

ロ
ゴ

ス
の
真

偽

が

可

能

な

ら

ば

、

部

分

た

る
名

の

真

偽

も

可

能

だ
と

す

る
も

の

で
あ

る
。

そ

の
推

く

論

は
　

i

ロ
ゴ

ス
は
真
、又

は
偽

で

あ

る
。

軸11

そ

の
全
体

(
　

も
部

分
　

を
8

も

真

又
は

偽

で
あ

る
。



へむ

り

…m

大

な

る
部

分

(
　

)
も

小

な

る
部

分

(
　

)
も

、

す

べ

て
(
　

)

部

分

は
真

又

は
偽

で
あ

る
。

{
12
)

・W

最

も
小

な

る
部

分

(
　

)
と

は

名

で
あ

る

。

v

従

っ
て
、

名

は
、

真

又

は
偽

な

る

ロ
ゴ

ス
に
属

す

る

も

の
と

し

て

語

ら

れ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　お
　

.W

故

に
、

い

や
し

く
も

ロ
ゴ

ス
が
実

際
真

又

は
偽

と

し

て

語

ら

れ

る

な

ら

ば

、

名

を
真

な

る
名

、

偽

な

る
名

と
し

て

語

る

こ
と

が

あ

る
。

〉

ブ
雪
ー
リ
マ

b

第

二
は

、

智
ー

無

智

(
　

)
の
実

在

か

ら

こ
と

が

ら

の
確

在
を

推

論

し

、
次

の
行

為

の
確

在

の
考
察

へ
の
橋

渡

し

〈

・

　
け
ね

を
し
な
が
ら
、
究
極
的
に
は
そ
の
批
判
と
内
在
的
に
速
関
し
合
う
、
間
接
的
だ
が
最
ち
包
括
的
核
心
的
批
判
で
あ

る
。
即
ち
、

リ

レ

　

ア

ト

ィ

ぎ

ネ

　

ぼ

で

ー

こ

の
世

の
あ

る

人

々
は

有

用

、

あ

る

人

々
は

無

用

で
あ

る

。

プ

ロ

ロロ

ヰ
コ
で

ヤ

プ

げ

ネ

ロ

u11

前

者

は
智

あ

る

人

、

後

者

は

無

智

な

人

で
あ

る

。

…m

智

ー

無

智

が
実

在

す

る

限

り

、

〃
万
有

の
尺
度

は

人

"

な

る

プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
説

は
真
理

で

は
な

く

、

従

っ
て
、

こ
と

が

ら

は

そ

へ

ほ

イ

リ
ロ
　

　
お

　

れ
自

体

の

あ

る
あ

り
方

を

も

つ
も

の
と

し

て
確

囚

と

し

た

も

の

で
あ

る

。

>

>

>

>

c

第

三

は

、

右

の

a
b

の

の
ち

、
特

に

b
か

ら

橋

渡

し

を

さ

れ

、

こ
と

が

ら

(
M
R

9
交
貸
)
が

確

固

た

る

も

の

で
あ

れ
ば

、

行

為

く

く

/＼

/《

(
　

)

も

そ
う

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

「
あ

る

と

一一.、口
わ

れ

る

も

の
」

の
或

る

ひ

と

つ
の

「
す

が
た

」

で
あ

る
。

故

に
行

為

は

、

「
本

性

　め
　

に

適

っ
た

」

又

は

「
正

し

い
思

い
な

し

に

適

っ
た

」
仕

方

で
行

わ

れ

ね

ば

な

ら
ず

、

「
我

々

の
思

い
な

し

」

に

よ

っ
て
行

わ
れ

て
は

な

ら

ぬ
。

後

者

で
は

、

我

々
は

誤

っ
て
何

ご

と

を

も

行

い
得
ず

、

前

者

に
よ

り
、

我

々
は

よ

り

名

/
＼

か

つ
正

し

く

行

い
得

る

と

い
う

わ

け

で

、

当

面

の
口

的

「名

の
正

し

さ

と

は

何

か

」

を

、

「
名

づ

け

る

こ
と

の
正

し

さ

と

は
何

か

」

と

、
行

為

の
本

性

の
考

察

と

い
う

形

に

変

　り

　

亟

し

て
行

く

批
判

で
あ

る

。



ヘ

ヘ

へ

さ

て

そ
れ

は
、

「
語

る

こ
と
」

も

一
個

の

行

為

だ

か

ら

右

の

条

件

の
下

に
あ

り
、

他

方

、

我

々
は

「
名

に
よ

っ
て
区

別

を

し

な

が

ら

(
　

)
」
ロ

ゴ

ス
を

語

る

の

で
あ

る

か

ら
、

4-

づ
け

る

こ

と

は

語

る

こ
と

の
部

分

で
あ

る

。

故

に
、

そ

れ

も

又

同

じ
条

件

の

下

に

あ

り

、

「
本

来

そ

う

す

べ
き

そ

の
仕
方

で
、

か

っ
本

来

そ

の
も

の
を

用

い

て

そ

う

す

べ
き

そ

の
も

の
を

用

い

て
、

我

々
は

こ
と

が

ら

を
名

づ

け

、

こ
と

が

ら

は
名

づ

け

ら

れ

ね
ば

な

ら

ず

、

そ

の
場

合

に

の
み

、

我

々
は

よ

り
多

く

日

的

を

達

し
名

づ

け

る

こ
と

が

出
来

る
」

と

い
う

わ

け

で
、

「
名

づ

け

る

こ
と

」

の

行

為

と

し

て

の
本

性

が

、

以

下

、

「
峻

を

使

う

こ
と

」
と

の

ア

ナ

ロ
ジ

ー

で
思

考

さ

れ

る
。

必

要

な
変

更

を

加

え
辿

る

と

、

　
そ

れ
を

検

を

使

っ
て
織

ら

ね

ば
な

ら

ぬ
そ

の
も

の
を

、
稜

を

用

い

て

そ
う

す

る
。

む

　
そ
れ
を
名
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
の
も
の
を
、
名
を
用
い
て
そ
う
す
る
。

　
道
具

で
あ
る
峻
を
用
い
な
が
ら
、
縦
糸
と
横
糸
と
を
分
け
る
。

　
道
具
で
あ
る
名
を
用
い
な
が
ら
、
相
互
に
何
ら
か
の
こ
と
を
教
え
合
い
、
又
こ
と
が
ら
の
あ
り
方
を
判
断
す
る
。

　
竣
は
織
物
を
織
る

一
種

の
道
具
で
あ
る
。

む

　
名
は
何
ご
と
か
を
教
え
こ
と
が
ら
を
判
断
す
る
道
具
で
あ
る
。

　
織
物
の
心
得
あ
る
者
が
、
稜
を
上
手
に
、
即
ち
織
物
の
心
得
に
適

っ
た
仕
方
で
用
い
る
。

　
教
え
方
の
心
得
あ
る
も
の
が
、
名
を
上
手
に
、
即
ち
、
そ
の
心
得
に
適

っ
た
仕
方
で
用
い
る
。

　
織
物
師
が
権
を
用
い
る
場
合
、
技
術
を
も

つ
大
工
の
作
品
を
上
手
に
用
い
る
。

　
教
え
方
の
心
得
あ
る
者
が
上
手
に
名
を
用
い
る
場
合
、
技
術
を
も

つ
立
法
者
の
作
品
を
用
い
る
。

　
大
工
は
、

「本
性
的
に
穫
の
働
き
を
な
す
も
の
」
、
即
ち

「ま
さ
に
柊
で
あ
る
も
の
」
、
峻
の

「す
が
た
」
に
目
を
向
け
て
稜
を

作
る
。



む

　
立
法
者
は

「
ま
さ
に
名
で
あ
る
も
の
」
、
名

の

「す
が
た
」
に
目
を
向
け
て
名
を
作
る
。

こ

へ

ゐ

ヘ

ヘ

へ

　
稜
は
す

べ
て
稜
と
し
て
の

「す
が
た
」
を
も

つ
が
、
何
を
織
る
か
と
い
う
目
的
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に

適
し
た

本
性
を

素
材

(
　

)
に
与
え
、
作
品
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
、
同
じ
〔
的
の
為
に
同
じ
道
具
を
作

っ
て
い
る
場
合

で
も

、
素
材
は
同
じ
で
な
く

{鱒

V

と

も

よ

い
。

む

へね
　

ぬ

ち

ヘ

ヘ

へ

銭

名

は

す

べ

て
名

の

「
す

が

た
」

を

も

つ
。

し

か
し

そ
れ

は
各

々
に

ふ

さ

わ
し

い
も

の
と

し

て

の

「
す

が

た

」

で
あ

る
。

そ

の
条

件

V

ハね
　

に
合
え
ば
、
ど
ん
な
音
声
や
綴
に
そ
の

「す
が
た
〕
が
お
か
れ
て
も
よ
い
。

の
ユ

　
各
々
に
ふ
さ
わ
し

い
俊
の

「す
が
た
」
を
知
る
者
は
、
そ
の
道
具

の
使
用
者
、
織
物
師
で
あ
る
。

ゆ

れ

ゆ
ユ

　
各
々
に
ふ
さ
わ
し

い
名
の

「す
が
た
」
を
知
る
者
は
、
使
用
者
た
る
問
答

の
心
得
あ
る
者
で
あ
る
。

　
大
工
は
織
物
師
の
監
督

の
下
で
作
品
を
作
り
、
織
物
師

は
出
来
上

っ
た
作
品
を
判
定
す
る
。

　朕

立
法
家
は
問
答
家
の
監
督
の
下
で
作
品
を
作
り
、
織
物
師
は
梯
来
上

っ
た
作
品
を
判
定
す
る
。

今
と
り
あ
え
ず
以
上
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
を
図
式
化
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



以
上
の
批
判

で
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
の

「協
定
」
説
は
否
定
さ
れ
る
。

㈹

語
源
論
に
お
け
る
展
開

ハ　
　

さ

て

そ

こ

で

、

「
し

か

し

そ
れ

で
は

名

の
白

然

本

性

的

な

正

し

さ

と

は
、

一
体

何

か

」

と

い

う
問

が
提

出
さ

れ

、

こ
れ

に
対

す

る

回
答

へ
お

げ

と
い
う
形
で
、
以
下
語
源
論
が
展
開
さ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
は
何
で
あ

っ
た
か
。
都
合
上
、
そ
の
最
も
骨
子

と
な
る
資
料
と
そ
の
分

析
と
を
以
下
に
あ
げ
る
。
即
ち
ー

の

i

右

の
問

の
解

答

に
先

立

ち

、先

ず

ソ

ク

ラ

テ

ス
を

し

て

「
自

分

は

そ
れ

に

つ
い

て

は
何

も

語

っ
て

は

い
な

い
し

、
又

知

っ
て
も

く
い
な

い

の
だ

。

実

際

の
と

こ
ろ

明

ら

か

な

の
は

、

名

は

一
種

の
自
然
本

性

的

な

正

し

さ

を

も

ち

、

ど

の
よ

う

な

事

物

に

で
あ

れ

、

そ

の
事

ら

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ
へ

ゑ
　

物

に

上

手

に
名

を

立

て

る
方

法

を

知

る

こ

と

は

、
す

べ
て

の

人

に

属

す

る

こ

と

で
は

な

い
と

い
う

、

そ

の
限

り

だ

け

だ
」

と

念

を

押

さ

し

お

り

め

、
考

察

を

限
定

し

留

保

の
態

度

を

堅
持

す

る
。

そ

こ

か

ら

ヘ

へ

ぬ

益

解
答
の
目
論
み
を

「名
は
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
り
で
に
偶
然
出
来
て
い
る
も
の
で
は
な
く

一
個
の
正
し
さ
を
も

つ
も
の
だ
と
、
名
が
そ

ノ

ヘ

ヘ

へ

れ
自
身
証
拠
だ
て
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
点
に
求
め
、

　
そ
の
口
論
み
を
、生
成
流
転
す
る
事
物
に
で
は
な
く
、
「
常
に
そ
う
あ
り
、
も
と
も
と
生
じ
て
い
る
事
物
」

に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ

(26

)

う

と

す

る

。

結

果

は
、

　
(名
"
複
数
の
述
辞

凸

ゴ

ス
)
と
い
う
等
式
が
成
立
す
る

即
ち
・
名
を
い
く

つ
か
の
要
素

く

的

レ

ー

マ
の
合

成

た

る

ロ
ゴ

ス
と

み

な

し
、

そ

の
成

立

如

何

に

よ

っ
て
名

の

正
し

さ
如

何

を

判

定

す

る

の
が

、

語

源

論

の

原

理

で
あ

っ
た

こ
と

が

明

ら

か

に
さ

れ

る
。

　
こ

の
原

理

は
、

そ
れ

に

よ

り

語
　

え
ば

行

う

ほ
ど

、

そ

の
有

効

性

を
疑

う
機

を

熟

さ

せ

、

結

局

、

そ
も

そ
も

そ

の
第

一
の



ス
き
イ

ケ
イ
ア

シ

メ
ラ
リハ
イ

名
た
る
レ
ー
マ
の
正
し
さ
の
成
立
は
如
何
、
と
い
う
間
を
呼
び
、

字

母

ー

綴

の
比
喩
を
語
ら
し
め
る
に
至
る
。

ぬ

ヘ

へ

う

も

も

　
だ
が
、
第

網
の
名
で
あ
れ
、
そ
れ
よ
り
後
の
名

で
あ
れ
、
名

の
正
し
さ
は
あ
る
ひ
と

つ
の
正
し
さ
で
あ
り
、
名
は
名
で
あ
る
点
で

(28

)

は
何
ら
相
互
に
相
違
は
な
い
、
と
い
わ
れ
、
名
の
定
義
が
再
確
認
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
名
の
正
し
さ
の
問
と
、
レ
ー
マ
の
正
し
さ
の
問
は

(29
)

同
じ
問
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　の問
は
、
第

一
の
名
が
要
素
と
し
て
現
わ
れ
た
時
に
中
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
、
要
素
は
端
的
に
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え

(
33
)

ら

れ

る

。

"

ワ
ゴ

ア
ゴ
を

ン

　
他

方

、

「
何

々

で
あ

る
」

と

言

わ

れ

る

こ
と

が

ら
各

々
に

と

っ
て
、

そ

れ

が

そ

う
呼

ば

れ

る

「
原

囚

」

は

何

か

、

と

問

わ

れ
、

そ

一

(31
)

れ
は
名
を
た
て
る
も

の
、
即
ち
思
考
　

だ
と
答
え
ら
れ
る
。

ウ
ー

シ
ァ

ハ詔
)

　
か
く
て
、
思
考
が
文
字
と
綴
り
に
よ
り
こ
と
が
ら
の

「あ
り
し
を

模
傲
し
、

自
然
木
性
的
な
正
し
さ
を
達
成
す
る
、

と

解
答
さ

れ
る
。

以
上
が
最
も
主
要
な
資
料
と
そ
の
分
析
で
あ
る
。

　
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
説
批
判

右
の
解
答
に
よ
り
、
実
は
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
の
最
も
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た

模
倣
説
を
導
畠
し
、

そ
の
吟
味
に
若
手
す
る
。

吟
味

　お

し

は

、
先

ず

模

倣

に
お

け

る

原
物

と

模

像

(
こ
と

が

ら

と

名
)

と

の
区

別

の
同

意

か

ら

始

め
ら

れ

、

以

下

の
様

に
行

わ

れ

る
。

　a

.-

原
物

ー

模

像

の
関

係

に

つ
い

て
人

が

思

考

す

る

場

合

が

あ

り

、

そ

こ

に

「
ふ
さ

わ

し

く

か

つ
似

て

い
る

」

又

「
異

る

」

と

い

く

　
あ
　

う

観

点

を

発

見

す

る
。

　
ソ

ク

ラ

テ

ス
に
お

い

て
は

、

そ

の
観

点

に

よ

る

「
正
し

い
」

又

は

「
虚

偽

」

の

「
ふ

り
あ

て
」

(
　

)

が

成

立

す

る

と

い
わ

オ

牛

「

ー

ア

レ

ー

一・

ー

(
35

》

れ

、

名

の
場

合

、

「
正
し

い
」

に
加

え

て

「
真

の
」

と

も

言

う

こ
と

が

可

能

と

さ

れ

る

。



ハあ
レ

揃

他
方
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
は

「
ふ
り
あ
て
」
は
、
名
の
場
合
、
常
に
正
し
く
行
わ
れ
る
こ
と
が

「必
然
」
で
あ
る
と
す
る
。
即
ち
、
名

と
こ
と
が
ら
の
関
係
は
、
絵
画

(肖
像
)
と
実
物

(本
物
)
と
の
関
係
と
異
る
と
さ
れ
る
が
、

.W

こ
れ
は
、
名
の
場
合
も
絵
画
の
場
合
も
実
物

(本
物
)
を
前
に
し
て
模
像

(肖
像
)
を
直
示
す
る
こ
と
に
よ
り
結
び
つ
き
を
確
め

る
と
い
う
、
華
礎
的
手
続
の
も

つ
明
証
性
と
有
効
性
に
よ
り
、
と
り
あ
え
ず
否
定
さ
れ
る
。
感
覚
の
順
用
で
あ
る
。

も

ヘ

ヘガ

め

v

し

か

し

ク

ラ

チ

ュ
ロ

ス
は
、

文

字

の
場

合

、

付

加

、

脱

落

、
挿

入

は
、

即

座

に

文

字

を

「
異

る

」

も

の
に
す

る

か

ら
…m
は
可

能

と

再

度

主

張

す

る

。

お
　

.W

こ
れ

に

対

し

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

、
「
数

か

ら

出

来

て
い

る

も

の
」
(
　

)
と

「
あ

る

こ

の

よ

う
な

も

の
し
(
　

)

も

へ

と
を
区
別
し
、
模
倣
に
お
け
る
原
物
ー
模
像
の
関
係
に
お
い
て
は
、
両
者
は
即

一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら

ぬ
。
も
し
即

一
な
ら
、

原
物
が
二

つ
あ
り
、

最
早
模
倣
と
は
言
え
な
く
な
る
か
ら
。

と
こ
れ
を
拒
否
し
、

こ
こ
に
は

「或
る
こ
の
よ
う
な
も
の
」

と
い
わ
れ
る

仕
方
で
把
握
さ
れ
る
別
種
の
正
し
さ
を
求
め
る
ぺ
し
、
と
な
し
、
そ
し
て
即
ち
、

「
ロ
ゴ
ス
が
そ
れ
に
関
し

て
い
る
そ
の
こ
と
が
ら
の
型

§
V

(
　

)
が
内
在
し
て

い
る
限
り
、
何
ら
劣
ら
ず
こ
と
が
ら
は
名
づ
け
ら
れ
、
又
語
ら
れ
る
」
と
い
う
。

　
ノ

し

b

右
の
結
果
を
例
示
し

つ
つ

「協
定
」
説
を
新
た
な
形
で
復
活
さ
せ
る
吟
味
で
あ
る
。
先
ず

「も
し
名
が
そ
れ
ら
か
ら
合
成
さ
れ
る

く
第

一
の
名

(字
母
)
が
、
最
初
に
何
か

一
個
の
類
似
梶
を
も

っ
て
基
礎
に
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
名
は
い
か
な
る

こ
と
が
ら
に
も
決
し
て

似
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

ど
言
い
・
例
を
出
し
て
考
え
る
・
即
ち
・

「
固
さ

と
い
う
跡

懇

の
二
つ
の
方
言
　

と

ヂ

ュ

ナ
ミ

ス

　
を
と
り
出
し
、
次
に
、両
者
は
最
後
の
字
母

σ
と
p
に
お
い
て

「異
な
る
」
が
、
そ
れ
は
流
れ
を
示
す
と
い
う
力
に
お
い
て

も

「
似

た

も

の
」

で
あ

る
.

又

「
軟

か
さ

」
を

表

わ
す

力

を

も

つ
λ

は
、

「
固

さ
」

と

い

う
も

の
と

力

に

お

い

て

「
似

て
い
な

い
も

の
」

で

あ

る

。

こ
う

同

意

さ

せ

、

し

が

し

こ

の

よ

う

に
、

「
似

た
も

の

」

「
似

て

い

な

い
も

の
」

の

両
方

の
字

母

を

含

ん

だ

二
方

言

が
、

そ
れ

に

も

拘

ら

ず
佳
、通

に

理
解

さ

れ

る

と

す

れ
ば

、

そ

れ

は
、

甲

が

「
乙

は
原

物

と

似

て

い
な

い
名

を

発

声

し

て

い

て
も

、

そ

の
時

乙

は
原

物

を



心

に

い
だ

い

て

い

る

の
だ
　

)
・

「
乙

は

そ

の
よ

う

に
し

て

い

る

の

だ
」

と
甲

自

身

と

協

定

す

る

と

い
う

・

そ

の
習

慣
に
よ

っ
て
で
あ
る
こ
と
を
と
り
出
し
・
音
声
学
的
類
雛

名
の
美
し
き
作
成
に
と
り
必
須
条
件
で
は
な
い
と
結
論
論

・

〉

(斜
、

c

か

く

て

「
第

一
の
類

似

性

」

は

一
方

で
堅

持

さ

れ
他

方

で
拒

否

さ

れ

る
と

い
う

緊

張

を

も

ち

な

が

ら

、

こ

こ
に

名

の
能

力

の
考

察

く

ら

り

に
よ
り
そ
の
二
義
性
が
明
示
さ
れ
、
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
の
模
倣
説
は
究
極
的
に
批
判
さ
れ
る
鴨
即
ち
ー

ヘ

へ

.-

名

を

た

て
る

も

の
は

、

こ
と

が

ら

が

そ

の
よ

う

で
あ

る

と

思

う

そ

の
よ

う

な
も

の
と

し

て
名

を

た

て

る

こ
と

を

再

確

認

し

、

そ

こ

に

正

し

く

考

え

な

い
可

能

性

を

示

す

。

ク

ラ

チ

ュ
ロ

ス
が

そ
れ

に
対

し

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

"11

す

べ

て
名

は
、
魂同

じ

も

の

の
下

に

(
　

)
、

か

つ
同

じ

も

の
に
向

っ
て
(
　

)
生

じ

る

の

で
あ

っ
て
、

そ

こ

に

へ
あ

ソ

必

ず

何

か

一
個

の
も

の

が
対

応

し
自

己

に
と

っ
て
調

和

す

る

か

ら

、

人

は

名

を

た

て

る
場

合

、

知

っ
て

い
て
立

て

て

い

る

こ
と

が

必

然

だ

と

反
論

す

る

。

し

か

し

…m

或

る

一
個

の
孤

立

し

た

閉

鎖

的
体

系
内

部

の
自

己

調

和

は
、

幾

何

学

に
お

け

る
と

同

様

可

能

で
あ

っ
て
、

右

の
論

は

理
由

に

な

ら

ぬ
と

断

じ
、

ヘ
ラ
ク

レ

イ

ト

ス
の
流

転

説

と

反

対

の
静

止

説

で
、

そ

れ

と

同
様

誤

っ
た

語

源
論

を
例

示
し

、

他

方

・W

い
ま

だ
名

が

な

い
時

に

、

い
か

に
し

て
知

っ
て

い

て
名

を

た

て

た

の
か

、

と

い
う

自

己

憧

着

を

含

む

こ

と

を

と

り

出

し

こ

れ

を

論

駁

し

、

そ

し

て

わ
　

v

こ

と

が

ら

が
も

し

同
族

で
あ

る
と

す

れ

ば

、

そ
れ

ら

相

互
を

通

じ

て
真

実

を

明

ら

か

に

し

、
次

に

名

が

よ

く
立

て

ら

れ

て

い

る

か

を

吟

味

す

る
、

こ
れ

が

知

と

発

見

の
唯
一

の
方

法

だ

と
す

る
。

・

さ

て

こ

の
よ

う

に
し

て
批

判

は
す

べ
て
終

わ

り

、

そ

の
残

る

唯

一
の
方

向

を

「
す

が

た
」

の
確

在

と

い

う

こ
と

の
中

に
求

め

て
行

く
。

即

ち

、

探

究

は

「
あ

る
顔

と

か

何

か

そ
う

い

っ
た

も

の
が

美

し

い
、

そ

し

て

そ

う

い

っ
た
す

べ

て

は
流

れ

る
と

思

わ
れ

る

」
と

い
う

こ

と

の
中

に

で
は

な

く
、

「

『
美

し

い
』

と

い
う

そ

の

こ
と

、

『
よ

い
」

と

い
う

そ

の

こ
と

、

そ

の
他

ま

さ

に

『
何

々
で
あ

る
」

と

い
わ

れ

る



二

さ
て
以
上
の
土
俵
の
中

で
考
察
を
始
め
よ
う
。

　
そ
の
典
型
的
二
重
構
造

手
が
か
り
と
し
て
　

(
「
で
き
る
」

こ
と
、
能
力
、
力
)
と
い
う
も

の
を
、
や
や

一
般
的
な
か
た
ち
で
考
え
て
み
よ
う
。

最
初
に
、
　

は
、
或
る
意
味
で
は
　

(作
品
、
完
成
、
現
実
)

で
は
な
い
が
、
し
か
し
又
或
る
意
味

で
は
　

で
あ

る
と

言

っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
　

が
　

で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
作
品
を

作
り
あ
げ
る
(
　

)
ご

と
が
現
実
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
し
か
も

い
ま
だ
現
実
的
に
作
り
上
げ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
現
実
的
と
い

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

う

こ
と
も

二

つ
の
仕

方

で

語

り

う

る

の

で
あ

る
が

、

し

か

し

そ

れ

は
、

「
い

つ
か

現
実

化

し

う

る
と

い
う

こ
と

が

、

す

で

に
も

と

も

と

現

実

的

に
生

じ

て

い

た
」

と

い

う

こ

と
と

し

て
、

一
つ
の

こ
と

と

言

え

る

だ

ろ

う
。

そ

う
考

え

ら

れ

る

か

ら

で
あ

る
。

即

ち

、

一
な

る

こ

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
と
を
二
つ
の
局
面
が
成
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
　

す
で
に
も
と
も
と
(
　

)
生
じ
て
い
た
　

と
し
て
我
々
が
　

を
も

つ
こ
と
ー

で
き
る
ー

と
、
個

我
々
が
そ
の
　

を
現
実
化
す
る
ー

す
る
ー

と
の
二
つ
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

ね

囚

に
お

け

る
　

は

、

ま

さ
し

く

そ
う
成
立

.し

て

い
た

と

し

か

言

え

ぬ

書

く
ミ

で
あ

る

。

し

か

し

我

々
が

、

そ

の
も

と

も

と

と

い

(
50

一

う

こ
と

の
中

に

我

々

に
先

つ
自

然

を

認

め

、

こ

れ

を

袖

と
言

い
か

え

る

こ

と

が
出
来

れ
ば

、

我

々
は
、

神

が

そ
れ

を

成

立

さ

せ

た
、

と

い
え

る

か

も

知

れ

ぬ
.

だ

が

そ

の
場
合

、

神
の
　

は

い
か

に
し

て
成

立

し

た

か

、

と

い
う

問

は

、

最

早

無

限

背

進

を

招

く

だ

け

で

(給
)

そ

の
ひ

と

つ
ひ
と

つ
を
、

そ

れ

は
常

に
自

己
同

一
を

保

っ
の
だ

」

と

い
う

こ
と

の
発

見

の
中

に

こ
そ
向

け

ら

れ

る

べ
き

だ

と

語

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

名

ざ

し

は
、

少

く

と
も

そ

の
名

ざ

し

の
時

に

お

い

て
と

も

か

く
成

立

し

、

そ

れ

に
伴

っ
て

、

知

る

も

の
知

ら

れ

る

も

の
も
成

ハ49

)

立

す

る

の

で

は
な

い

か

と

い

わ

れ

る
。
-
し

か
し

こ

の
探

究

の
方

向

は

、

ま

だ

夢

見

て

い
る

こ
と

な

の
だ

と

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

言

う

の
で

あ

る

。



あ

ろ
う

神

に

お

い

て
は

・

た

だ

端

的

に
成

立

し

て

い
た

と

し

か

言

え

ぬ
だ

ろ

う

。

そ
し

て
、

神

に

お

い

て
　

が

端

的

に
成

立
す

る

時

・

そ

れ

は

即

、

端

的

に
作

品

が
完
成

す

る

の

で
あ

る
。

だ

か
ら

そ

こ

に
我

々
が

認

め

る

の

は
、

「
で
き

う

る
」

と

い
う

こ
と

と

「
で

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

き

上

る

」

こ
と

、

「
い

つ
か

」

と

い
う

こ
と

と

「
も

と

も

と

」

と

い
う

こ
と

、

こ
れ

ら

は
も

と
も

と
結

び
合

わ
さ

っ
て

い

た
。

そ
し

て

い

へ

も

つ
か

「
今

」
、
我

々
が

発

見

し

て

い
る

、
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う

。

さ

て
・

神

は

か

く

の
如

き

も

の

で
あ

る
と

し

て
、

我

々
も
　

を

、
あ

る

端

的

に

成

立

し

た

も

の
と

し

て
受

け

と

る
も

の

で
あ

る

か

ら

・

神

と

我

々
と

の
間

に
何

の
相

違

も

な

い
と

考

え

ら

れ

る

か
も

知

れ

ぬ
。

だ

が

我

々

の
そ

の
受

容

は

、

そ
も

そ
も

我

々
の

み

で
可

能

で
あ

ろ

う

か
。

絶

対

に
否

と

言

わ

ざ

る
を

得

ぬ
。

神

と

我

々
と

は

同

じ

レ

ベ

ル

で
相

並

ぶ

の

で
は

な

い
。

否

、

我

々
が

そ

の
よ
う

な

も

の

で
あ

る

時

、

そ

れ

は

、

我

々
が

神

的

で
あ

る

こ
と

を

意

味

す

る

の

だ
。

そ

し

て
、

し

か

も

神

に
あ

っ
て

は

「
で
き

う

る

」

時

「
出
来

上

る

」

の

で
あ

っ
て
、

人

間

的

行

為

は

何

ら

不

要

で
あ

る

の
に
対

し

、

我

々
は

か

か

る
神

の
確

在

の
も

と

で
、

そ

の
完
成

し

た

作

口
…
を

う

け

と

り

・
　

を

与

え

ら

れ

・

そ

し
て
人
間

的

行
に

よ

っ
て
、
い
つ
か

そ

の
　

を
現
実

化

し

完

成

さ

せ

る

の

で
あ

る

。

従

っ

て
我

々
の
　

は

・

神

の
完

成

し

た
　
が
、
あ
た
か
も

行

為

に

よ

っ
て
　

か

ら

完

成

さ

せ

ら

れ

た

か

の

う
ペご
と
く

、
　

か

ら
　

を

通

じ

遡

行

し

迄
行

っ
た
時

の
そ

れ

で
あ

り

、

そ

し

て
我

々

の
行

為

は

神

の
そ

れ

の
模

倣

で
あ

ろ

　　　

ま
　

う

。

行

為

を

め
ぐ

る
全

関

連

は

、

か

く

て
神

に
お

け

る

場

合

と

我

々

に
お

け

る
場

合

と

の
、

こ

の
よ

う

な

典

型

的

二
重

構

造

を

も

ち

、

し

か

も

す

べ
て
を

現

実

化

し
完
成

し

て

い
る

自

然

の
先

行

に

よ

っ
て
、

}
つ
に
な

る

の

で
あ

る
。

　
ロ
ゴ

ス
、

真

、

正

し

さ

以

上

の
考

察

を

も

と

に
、

我

々

は
プ

ラ

ト

ン

の
思

索

を
能

う

限

り
正
し

く

追

っ
て
み

よ

う

。

さ

て

ヘ
ル

モ
ゲ

ネ

ス
批

判

の
　

に
着

口
し

よ

う

。

と

い

う

の

は
、

我

々

に
は

今

、

こ

の
批

判

の

正

し

い

理
解

こ

そ

『
ク

ラ

チ

ュ
ロ
ス
」

く

の
、
ひ

い

て

は
プ

ラ

ト

ン

の
思
想
全
体

の
理
解

を
左

看

す

る

も

の
と

理

解

さ

れ

る

の

で
あ

る

が

、
し

か

し
従

来

あ

ま

り

に
も

誤

解

さ

れ

て



　が
レ

き
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
誤
解
で
あ
る
が
、
次
の
二
点
に
そ
の
主
要
な
原
因

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
ー
…

囚

ロ
ゴ
ス
と
い
う
も

の
を
ギ
リ
シ
ャ
人
プ
ラ
ト
ン
に
則
し
て
理
解
し
え
な
か

っ
た
こ
と
、

㈲

「真
」
と

「
正
し
さ
」
と
の
使
用
が
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
思
索
が
、

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
き
わ
め
て
柔
軟
か
つ
厳
格
で

あ

っ
た
こ
と
の
無
理
解
、

こ
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
正
し
い
理
解
に
努
め
て
み
よ
う
、

ロ
ゴ
ス
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
某
本
的
に
は

「集
ま
り
」

「
集
め
る
こ
と
し
「数
え
上
げ
る
こ
と
」
『拾
い
あ
げ
る
こ
と
」

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ね
。
そ

こ
で
こ
の

「
集
め
る
こ
と
」

を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
、

そ
の
行
為
に
先
立

つ
目
的
で
あ

り
、
行
為
の
現
実
化
で
あ
り
完
成
で
あ
る

「集
ま
り
」

即
ち
、

一
な
る

「全
体
」
と
、

い
ま
だ
集
あ
ら
れ
て
い
な
い
未
完
の
、

そ
れ
故

、
、

(響

「築
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
し
す
な
わ
ち
、
多
な
る

「部
分
」
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
ロ
ゴ

ス
、
後
者

は
名
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
で
、
ロ
ゴ
ス
　
集
ま
り
　
完
成
　
現
実
　
目
的
　
全
体

、
名
"
集
め
ら
る
べ
き
も
の
　
未
完
　

可
能
　

出
発
　

部
分
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
・
両
者
は
　

と
い
う

;

の
等
式
に
な
る
だ
ろ
・袖

他

方

、
ロ

ゴ

ス
が

「
真

」

(
　

)
と

い
わ

れ

る
場

合

、

そ

れ

は

又

基

本

的

に
は

「
か

く

さ

れ

て

い
な

い

こ
と

』

「
忘

れ

ら

れ

て

い

(璽

ヤ
だ

な

い

こ

と

」

「
残

さ

れ

て

い
な

い
こ

と

」

で

あ

る

.

又

「
正

し

さ

」

と

は

ま

さ

し

く

「
直
し

さ

」

で
あ

り

、

「
素

直

に
ま

っ
す

ぐ

ま

さ

し

く

当

の

そ

の
も

の

に
向

か

い
、

は

ず

れ

ず

に

即
す

る

こ

と

」

で
あ

る
。

.

・

.

さ

て
、

ロ
ゴ

ス
、

真

、

正

し

さ

が

以

上

の
よ

う

だ

と

す

れ

ば

、

「
集
め

る

」

と

い
う

行

為

を

完

成

さ

せ

る

に

は

、

我

々
は

「
集

め

ら

れ

る
べ
き

も

の
」
全
体

を

…
…

と

い
う

の
は

「
集

め

る

」

と

は

「
集
め

ら

れ

る

{
趣

も

の
」

を

「
集

め

る

」

の

で
な

け

れ
ば

、
一

体

何

を

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
集

め

る

」
と

い

う

の

で

あ

ろ

う

か

、

縦

定

は

ナ

ン

セ

ン

ス
だ

か

ら

…
ー

そ

の
全

体

の
知

に

よ

り

、

全

体

か

ら

「
か

く

さ

れ

忘

れ

ら

れ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

麗
)

た
　

も

の

の
な

い
よ

う

に

霧

、め

て
し

ま

う
　

の
で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
.

し

か

し

そ

の
為

に

は

、

個

々
部

分

を

ひ

と

つ
ひ

と

つ
「
直

し

く

」



集

め

の
手

に

「
ふ
れ
」

さ

せ

、

紺
つ
に
集

め

ね
ば

な

ら

ぬ

だ

ろ

う
。

し

か
し

逆

に
、
・そ

の
部

分

へ
の

「
ふ
れ

」

が

存

在
理
由

、

即
ち

「
目

ヘ

ヘ

へ

的
」
を
も
ち
、
そ
の

「目
的
」
の
為
に

「ふ
れ
る
」
の
で
な
け
れ
ば
、
言
い
か
え
る
と
、
完
成
た
る
全
体
の
知
に
よ

っ
て
知
ら
れ
て

「集

ヘ

へ

め
ら
る
べ
き

も
の
」
と
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
部
分

へ
の

「
ふ
れ
」
は
、
意
味

を
失

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

さ
て
以
上
の
よ
う
だ
と
す
れ
ば
、
全
体
た
る
ロ
ゴ

ス
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
全
体
は

「か
く
さ
れ
て
い
な
い
」

の
で
あ
り
、
そ
の
時

ヘ

ヘ

へ

の

み

、

部

分

は
ま

さ

し

く

「
笹

し

く

ふ
れ

る
」

こ
と

の
欝

的

に
今

達

し

た
わ

け

で
、

そ

こ

で
、

も

の

に

「
道

し

く

ふ
れ

る
」

こ

と

と

、
も

の
が

「
か

く

さ

れ

て

い
な

い
」

こ
と

と

は

同

じ
、

即

ち
、

部

分

も

又

「
か

く

さ

れ

て

い
な

い
」

こ

と

に

な

る

と

い
え

よ

う

。
(63
)

プ

ラ
ト

ン

の
誤

解

諸

れ

て
き

た
先

の
批

判

を

、

右

の
よ

う

に

し

て
我

々

は
正

し

く
理
解

で
き

る

だ

ろ

う
。

た

だ

し

か

し

、

そ

れ

は

、

我

々
が

と

り

出

し

た

よ

う

な

、

行

為

の
・分

析

に

よ

る
全
体

と

部

分

の
行

為

的

速

関

と

い
う

も

の
を

、

い
ま

だ

十

分

に

明

ら

か

に

し

て
は

い
な

い
形

で
行

わ

れ

た
批
判

で
あ

っ
て
・

そ

の
意
味

で
・

い
わ

ば

露

払

い

の
意

味

を

も

つ
も

の

で
あ

ろ
発

。

し

か

し

そ

こ

に

お

い

て
、

名

の
正

し

さ

の
向

か

う

べ
き

有

意

味

な

方

向

を

は

っ
き

り

と

指

示

し

、

そ

し

て
確

か

な

第

一
歩

を

そ

こ
に

印

し

た

の

で
あ

る

。

㈹

名

、

す

が

た

、
も

の

で

は

そ

の

第

二
歩

は

何

で

あ

ろ

う

か

。
先

程

の
考

察

で

は
、

行

為

を

完

成

さ

せ

う

に

は

、
全
.休

の

「
知

」

部

分

へ
の

「
ふ

れ

」

と

い

う

も

の
が

必

要

で
あ

る

と

さ

れ

た

。
し

か
し

く
,
は

そ
れ

ぞ
れ

が

ど

ん
な

こ
と

か

を

問

う

べ
き
時

で
あ

ろ
う

。
こ

の
よ

う

に

し

て
、

行

為

の
本

性

の
考

察

と

い

う
も

の
が

、

プ

ラ

ト

ン
に

お

い

て
も

同
様

必
然

な

の

で
あ

る
。

い

や
む

し

ろ

、

我

々
の
方

が
、

プ

ラ

ト

ン
に
対

す

る
誤

解

を

解

く

為

に
、

先

走

り

し

て
行

為

の
分

析

に
若

干
手

が

け

て
き

た

の
だ

と
言

っ
た
方

が
、

事

実

で
あ

ろ

う

。

そ

こ

で
今

我

々
は
、

我

々
が

先

に
　

の
考

察

を

し

て

い
た
昨

、

「
神

に

お

い

て
は
　

即
　

で
あ

り

、

人
間

的

行

為

は
何

ら

必

要

で

は
な

い
。

否

、

我

々

こ

そ
人
間

的

行

為

に
よ

っ
て

寒
　

を

現

実

化

し

完

成

さ

せ

ね
ば

な

ら

ぬ
」

と

言

っ
て

い
た

こ

と

を

思

い
出

そ
う

の

す

る

と

そ

の
時

、

我

々

は
、

行

為

が
行

為

で
あ

る

の

は

、

そ

れ

が

完
成

し

目

的

を

達

す

る

ま

さ

し

く

そ

の
時

「
今

」



な

の

だ

が
、

し

か

し

、
完

成

さ

せ

目

的

に
達

せ

し

め

る

そ

の
プ

ロ
セ

ス
こ

そ
、

我

々

の
行

為

で
あ

る

と

い

う

こ
と

が

で
き

よ

う
。

我

々
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

今

「
プ

ロ
セ

ス
」

と
言
っ

た
。

そ
れ

は
、

我

々
が

「
行

為

す

る

」

の
は

「
行

為

で
き

る
」

か

ら

で

あ

る

が

、

し

か

し

我

々
に

は

、

そ

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「行
為
す
る
」
こ
と
は

「行
為
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
行
為
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え

る
と
、

「行
為
す
る
」

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
と

は

「
行

為

し

て

い
る

と

思

う

」

こ
と

の
中

に
置

か

れ

て

い
る

か

ら

で
あ

る

。

従

っ
て
我

々
の
問

題

の
場

合

、

こ

の

こ
と

は
、

も

の

に

(
56

)

「
直

し

く

ふ

れ

」

そ

の
限

り

も

の
は

「
か

く

れ

な

い

で
現

わ

れ

て

い
る

」

か

ら

と

言

っ
て
、

そ

の
も

の

は
必

然

的

に

そ

の

「
集

め
ら

れ

る

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

べ
き

も

の
」

で
あ

る

か

、

と

い
う

問

を

、

そ
れ

故

又

、

そ

も

そ

も

い
か

に

し

て
そ

の
も

の
を

「
集

め

ら

れ

る

べ
き

も

の
」

だ
と

知

り

う

る

(
66
)

の
か

、

「
全
体

の

知

」

は

い
か

に

し

て
成

立

す

る

の
か

、

と

い
う

問

を

、

「
我

々

の
行

為

」

の

考

察

に

お

い

て

必

然

た

ら

し

め
る

の

で

あ

る
。

ら

ぬ

さ

て
我

々

は
、

「
集

め

ら

れ

る

べ
き

も

の
」

が

、

こ

れ

こ

そ

「
集

め

ら

れ

る

べ
き
も

の
」

だ

と

い
う

「
し

る

し

」

を

も

っ
て

い

て
、

命

)

我

々
が

「
見

知

る
」

こ
と

が

で
き

た

ら

可

能

だ

、

こ
う

言

え

る

だ

ろ

う

。

で
は

そ

の

「
し

る

し

」

は

ど

の
よ

う

に
し

て

つ
け

る

こ
と

が

出

へ

う

へ

来
る
の
か
。
そ
れ
に
は
、

一
つ
の
も
の
ご
と
の
現
わ
れ
た

「
す
が
た
」
を
、
我
々
の
認
識
能
力
の
も

つ
自
然
本
性
的
な

「直
し
さ
」
で
見

て
と
り
、
そ
し
て
、
そ
の
見
ら
れ
た
確
固
た
る

「す
が
た
」
を

「素
材
」
に
形
象
化
す
れ
ば
よ
い
。
か
く
て
そ
の
も
の
は

「も
の
」
と
直

結
し
合
札

(
　

)
と
な
る
。
名
は

「す
が
た
」
が
、
素
材
た
る
音
声
と
綴
と
に
形
象
化
さ
れ
た
も
の
と
し

て
、

「も
の
」
と
直
結

す
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。

「同
じ
」
す
が
た
の
も
の
に
は

「同
じ
」
し
る
し
、

「異
る
」
す
が
た

、

、

、

(簡
)

の
も

の

に

は

「
異

る

」

し

る

し

、

と

い
う

よ

う

に

、

「
す

が

た

相

互

の
関

係

」

に

配

慮

し

て

「
す

が

た

」

に

「
一
定

性

」

を

与

え

る

こ
と

に

よ

っ
て

で
あ

ろ

う

。

こ
う

し

て
名

は

「
す

が

た

」

で

あ

る

こ

と

に

よ

っ
て
、
集

め
ら

れ

る

べ
き
　

を

も

ち

、

こ

こ
に
　

(69
)

、

、

　
と

い
う

新

し

い
等

式

が
成
立

す

る
。

従

っ
て
又

、

我

々

の
先

の
問

は
、

「
す

が

た
」

は

い
か

に

し

て

「
集
、
め
ら

れ

る

べ
き

も



ぬ

で

ぬ

う

へ

の

」

と

な

る

か

、

と

い
う

問

に

、

形

を

か

え

る

こ
と

が

出

来

る

だ

ろ

う

。

そ
し

て
結

局

、

「
全

体

の
知
」

と

は

「
す

が

た

相

互

の
関

係

の

知

」

で
あ

り

、

「
ふ
れ

」

と

は

「
す

が

た
を

見

る
」

こ
と

で
あ

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

ま

さ

し

く

こ

の
こ

と

は

、

「
人

間

が
も

の
を

知

(70
」

る

働

き

は

、

人

呼

ん

で

エ
イ

ド

ス
と

い
う

も

の

に
則

し

て
行

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
」

と

い
う

「
パ

イ

ド

ロ

ス
」

の
主

張

そ

の
も

の

と

い

え

る

。
ノ
モ

テ
テ
　

ス

デ

ず
ア

レ
ヶ
テ
イ

コ

ス

ω

立
法
家

と

問
答

家

己

し
か
し
今
の
結
論
を
ふ
た
た
び
問
う
て

「
ロ
ゴ
ス
と
は
エ
イ
ド

ス
相
互
の
結
合
だ
と
し
て
、
そ
れ
な
ら
そ
の
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能

の

か
」

と

尋

ね

て

み

よ

う
。

何

故

な

ら
、

こ
れ

ま

で

の
考

察

か

ら

、

そ

の

こ
と

の
成

立

と

そ

の

「
知
」

と

が

、

部

分

へ
の

「
ふ
れ

」

即

ち

「
見

る
」

こ

と

を
成

立

さ

せ
、

行

為

た

ら

し

め

る

の

で
あ

っ
た

。

言

い
か

え

る

と

、

「
名

の
正

し

さ

」

を

行

為

と

し

て
成

立

せ

し

め

る

の

で
あ

っ
た
。

こ

う

な

ろ
う

か

ら

で
あ

る
。

し

か

し

『
ク

ラ

チ

ュ
ロ

ス
」

は

厳

し

く

そ

の
問

を

ひ

が

え

て

い
る

。

「
我

々
に

明

ら

か

な

の
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ヘ
ワ

を

「
名

が

一
種

の

正
し

さ
を

も

つ
」

と

い
う

そ

の

か

ぎ

り

だ

け

だ
」

と

。

我

々
は

、

そ

の
留
保

の
中

か

ら
、

し

か
し

、

「
も

し

ロ
ゴ

ス
が
成

立

す

る
な

ら
ば

、

そ

の
行

為

の
全

関

連

は
、

そ
し

て
知

る

こ

と

と

は

ど

う

い

う

も

の

で
あ

る

か

」

と

い

う

こ
と

に

つ
い

て

の
素

描

を

プ

ラ

分
)

ト

ン
が
行

っ
て

い
る

の
を

、

先

に
見

る

こ
と

が

出
来

て

い

た

。

そ

こ

で
、

以

下

簡

単

に

そ
れ

に
言
及

す

る

こ
と

に
し

よ

う

。

さ

て
そ

れ

は
、

名

を

た

て

る
者

11
立

法

家

(
　

)

と

、

名

を

用

い

て
問

答

す

る

心

得

の
あ

る
者

(
　

)

と

の
先

後

関

係

の
考

察

で
あ

っ
た

が

、

我

々
は

他
方

、

神

と

人

間

と

の
間

の
　

を

め
ぐ

る

典

型

的

二
重

構

造

に

ふ
れ

、

さ

ら

に

全

体

と

部

分

の
行

為

的

連

関

の
あ

り
方

を
考

え

て

き

た
。

そ

こ

で

こ
れ

ら

の
考

察

を

併

せ

考

え

る

時

、

次

の
よ

う

な
図

式

を

作

る

こ

と

が

出

来

る

だ

ろ

う
。

そ

れ

ぞ

れ

を

説

明

す

る

と

、



　
は

「
で
き

う

る

」

即

「
で
き

あ

が

る

」

と

い
う

神

の
本

性

を

示

す

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　
は

「我

々
に
お
け
る
立
法
者
」
に
対
し
監
督

す
る
問
答
家
は
、
す
で
に
知
る
も
の

(
73
)

と
し
て
の
、

「自
然
に
お
け
る
問
答
家
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
は
、

「我
々
に
お
け
る
問
答
家
」
は
、

「自
然
の
中
に
お
け
る
立
法
家
」
の
名
を

用
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
　

に
よ

っ
て
　

を
与
え
ら
れ
て
行
為
す
る
目
的
を

示
す
。

カ
　

　
は
、
我
々
に
お
け
る
問
答
家
と
立
法
家
と
の
問
に
は
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

さ
て
我
々
は
、
以
上
の

こ
と
か
ら
　

の
典
型
的
二
重
構
造

と
い
う
も
の
が
、
実
は

我
々
の
、
知
識
の
構
造
の
、
存
在
の
構
造
の
、
行
為
の
構
造
の
二
重
性
す
べ
て
を
規
定
し
て

い
た
こ
と
に
、
今
に
し
て
気
が

つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
や
、
そ
れ
ら
の
典
型
的
二
重

性

は
、
単
な
る
位
相
的
並
列
性
を
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
言
葉

の
真
の
意
味
に
お
い
て
、
典
型

的
実
存
性
を
語
る

も
の
に
な

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
か
か
る

.

(石

二
重
構
造
が
覆
わ
れ
て
し
ま
う
時
、そ
こ
に
、
知
識
の
、存
在
の
、
行
為
の
二
義
性
と
欺
瞞

と

を
招
き
、
知
識
は
思
い
な
し
だ
と
、
存
在
は
絶
え
ず
流
転
す
る
思
い
な
さ
れ
る
だ
け
の
も
の

だ
と
、
行
為
は
慾
望
だ
と
さ
れ
る
。
だ
が
し
か
し
、
我

々
が
行
為
的
連
関
の
中
に
自
ら
を
引

ヘ

へ

ぬ

へ

ぬ

き

据

え

、
行

為
を
全
う

し

よ

う

と

す

る
群

、

我

々
は
最

早

我

々
だ

け

で

は
な

く

な

り

、

か

か

る

自

己
欺
瞞

は
拒
絶

さ
れ

、

真

実

の
知

へ
の

追
求

ろ

迫

ら

れ

る

の

で
あ

る

。

こ
う

し

て

「
名

の
正
.し

さ

」

の
問

は

、

そ

れ

を

解

明

し

分

析



㈲

批

判

し

か

し

こ

の

「
名

の
正

し

さ

」

の
問

の
、

分

析

11
転

位

と

い
う

事

実

は
、

ま

た

そ

こ

に

、
批

判

11
転

位

と

い

う
事

実

を

残

し

て

い
た

。

従

っ
て
我

々
は

、

今

や

「
名

の
正

し

さ

」

の

悶

の
も

つ
も

う

一
つ
の
意

味

「
批

判

」

を

語

ろ

う
。

さ

て
考

察

か

ら

、

そ

れ

に

よ

っ
て
吟

味

す

べ
き

試

金

石

は

、

名

が

用

い
ら

れ

た

か

ど

う

か

と

い
う

点

に
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

名

は

「
す

殆
)

が

た
」

と

「
素
材

」

か

ら

成

る

と

言

わ
れ

た
。

彼

ら

ヘ
ル

モ
ゲ

ネ

ス
、

ク

ラ
チ

ュ
ロ

ス
は

、

そ

の

主

張

の

表

面

的

相

違

対

立

に
も

拘

ら

へ

ず

、

共

通

し

て

二
人

と

も

感

覚

を

逆

用
し

、
名

を

半
ば

用

い

、
半

ば

用

い

な

い

の

で
あ

る
。

ど

う

い
う

こ
と

か

。

彼

ら

は
、

一
な

る
名

が

、

ヘ

ヘ

へ

そ

の
素

材

た

る

音

声

と

綴

に

紅

い

て
、

時

代

と

社

会

に
ま

り

様

々
に

異

り

変

転

し

流

れ

る
と

い
う

現

象

を

と

ら

え
、

そ
し

て
、

あ

た

か
も

「
す

が

た
」

そ

の
も

の

が

そ

の
よ

う

な

流

転

の
中

に
あ

る

か

の
如

き

主
張

を

、

し

か

も

ま

さ

に
そ

の

「
す

が

た

」

の
確

在

に

頼

っ
て
な

す

の

で
あ

る
。

と

い

う

の

は
、

ま

さ

し

く

流

転

の
原

理

た

る
素

材

(1

2

3

…

…

〃
)

に

た

い
し

て
神

的

な

正

し

さ

を

も

っ
感

覚

(
1
2

3

…

…

"
)

を

対

応

さ

せ

、

か

く

て

そ

こ
に

「
多

」

な

る

パ

ト

ス
が

現

わ

わ

る
と

い

う

こ
と

を

一
方

で

と

り

出
し

て

お

き

、

他
方

、

そ

の

「

ロ
ゴ

ス

す
が
た
」
と
し
て
の
確
固
た
る

「
こ

の
成
立

(ー1

「見
る
」
の
成
立
)
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
根
拠
を
途
く
覆

っ
て
お

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

き

な

が

ら

、

し

か

も

そ

の
根

拠

を

瓢
窃

し

て
き

て
、

「
多

」

な

る

パ
ト

ス
を

「
多

」

な

る
す

が

た
と

し

て

と
り

出
し

、

そ
し

て

こ
れ

を

も

ヘ

へ

と
の

「
一
」
な
る
名
の
す
が
た
の

「多
」
と
す
り
か
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
が

「見
る
こ
と
」
の
可
能
な
根
拠
を
全
く
覆
い
、

自
己
を
単
な
る
鏡
と
し
て
現
象
の
流
転
を
空
し
く
反
映
す
る
意
識
と
化
す
る
時
、
か
れ
ら
は
名
を
用
い
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
た
と

え
自
己
と
の
調
和

(
　

)
と
い
う
こ
と
を
、
反
映

(
　

)
が
知
識
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
た
め
に
強
調
し
て
も
、
調
和
す

べ
き
何
ら
の
ロ
ゴ
ス
も
自
己
の
中
に
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
お
よ
そ
そ
れ
は
原
理
的
に
不
可
能
だ
し
、自
ら
を
守
り

つ
つ
可
能
だ
と
す
れ
ば
、

調
和
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
根
拠
を
瓢
窃
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。し
か
し
そ
の
時
最
早
彼
は
彼
で
な
く
な
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、
こ
の
よ
う

ヲザ

イ
ア

レ
ク
テ
イ
ケ
ケ

ロ

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
を
転
位
さ
せ
、
そ
こ
に
　

へ
の
道
を
我
々
に
残
す
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。



に
し
て
彼
ら
が
そ
の
立
場
に
固
執
し
流
転
の
世
界
に
自
ら
を
埋
没
さ
せ
る
限
り
、
か
の
我

々
の
存
在
構
造
と
そ
の
典
型
、
そ
の
究
極
に
あ

ド
　

る

「
学

ぶ

べ
き

最

大

の
も

の
i
善

の
イ

デ

ア
」

は
、

全

く
覆

わ

れ

て
し

ま

う

の

だ
。

そ
し

て
彼

ら

が

所
有

す

る

の

は
、

ま

さ

し

く

「
無

智

の
無

智

」

な

の
だ

。

　
お
　

さ

て

ソ
ク

ラ

テ

ス
ーー
プ

ラ

ト

ン
は
、

か

か

る
在

在

か

ら

の

「
の
が

れ

」

(
　

)
と

魂

の
永

遠

の
生

の
た

め

に
は

、

流

転

の
世

界

を

空

し

く
追

う

の

で
は

な

く

、

こ

の
流
転

の
世

界

に
対

し

こ
れ

を

た

し

か

な

世

界

に
根

拠

づ

け

る

「
善

の
イ

デ

ア
」

に

ひ

き

い
ら

れ

た

「
す

が

た

」

の
世

界

、

こ

の
世

界

の
成

立

の

た

め

に
、

「
美

し

い
」

と

い
う

す

が

た

、

「
よ

い
」

と

い

う

す

が

た

の

確

在

を

「
よ

い
」

と

肯

　ゐ
　

定
し
、
そ
し
て
そ
う
肯
定
す
る
自
己
を
吟
味
し
な
が
ら
、

一
歩

一
歩
進
む
、
か
の

「前
提
的
探
究
」

(
　

)

す
な
わ
ち

ヂ

げ
じ

ア

レ

リ

コア

イ
　
ケ

メ　

　
の

上
昇

こ
そ

が
、

唯

一
の

道

だ
と

す

る
。

さ

て

か

く

て

、
批

判

は

又
転

位

だ

っ
た

の

で
あ

る
。

我

々

の
考
察

は

、

い

ま

や

す

べ
て
終

っ
た
。

結

論

を

語

ろ

う

。

お
レ

,「
『
ク

ラ

チ

ュ
ロ

ス
』

は

、

名

の
正

し

さ

の
問

を

、

我

々
が

そ

れ

に
乗

っ
て

大

海

を

渡

る
危

険

を
冒

す

「
ロ
ゴ

ス
」

の

成

立

の
問

、

『
行

為

」

の
問

と

し

て
ま

と

も

に
受

け

と

り

、

そ

の
分

析

に

よ

り
問

そ

れ
自

身

を

転

位

さ

せ

、
対

話

を

志

す
者

す

べ
て

に

『
名

を

用

い

て

い

る
と

思

う

こ

と
を

真

に
用

い

る

こ
と

へ
、

知

っ
て

い

る

と

思

う

こ
と

を

真

に
知

る

こ

と

へ
転

換

せ

よ
』

と

い
う

、

ひ
と

つ
の
強

力

な

批

判

を

残

し

た

」

と

。

註

　
"

で
あ
る
。
又

「知

」
と
も
略
し
て
用

い
た
。

「
智
」
を
　

に
あ
て
た
。

　
を

「名

詞
」

「
主
語
」
と
特

に
考
え
る
必
要
は
な

い
。
む
し
ろ

「
し
る
し
」

で
あ
る
。
　

も

「
動
詞
」

で
あ
る
必
要
は
特

に
な

い
。

一
部

「述
辞

」
と
訳
し
た
。
　

は
、

「
こ
と
」

「
も

の
」

「
こ
と
が
ら
」

「も

の
ご
と
」

で
あ
り
、
訳
語
は

一
定
さ
せ
て
い
な

い
。
プ

ラ
ト
ン
自

ヘ

ヘ

ヤ

身

に
は
、
所
謂
、
　

と
い
う
区
分

の
二
つ
の

「知
識
」
は
な

い
。



　、

以
下
特
記
せ
ぬ
引
用

は
同
欝

　
名

「
ヘ
ル
モ
ゲ

ネ

ス
(
　

)
」

は

「
金
持

の
神
様

ヘ
ル
メ
ス
の
生
ま
れ
、
(
　

　」
と

い
う
意
味

で
あ
る
が
、
実

際
に
は
、
当
人
は
貧
之

で
あ

っ
た
ら
し

い
。
　

ロ
下
手
だ
と
自
ら
言

っ
て
い
る
。

。
　

　

{

{

{

　
こ

こ

で
は

レ
ー

マ
と

は
表

現

さ

れ

て

い
な

い
。

　

　
　

後

の
　

(
要
素
と
束
ね
た
も
の
)
の

比
愉
が

既
に
暗
示

さ
れ

て
い
る
。

㈱

「
語
る
」
は
　

で
あ
る
。
こ
こ
で
は

通
常

の
訳
語
を
用

い
た
。

二
②
以
下
の
推
論

で
こ
こ
を
読
み
な
お
す
と
、
興
味
深

い
。

　
頁
註
　

註
　
　

へ

も

も

ヘ

へ

う

ぬ

へ

　「同

じ
す
が
た
を
与
え
る
か
ぎ
り
」

と
い
う
表
現

は
、
後

に
く
り

か
え

し

「
こ
と
が
ら

の
あ
り

が
名

の
中

に
明
ら
か
に
さ
れ

て
有
力

で
あ
る
か
ぎ

へ

り
」
(
　

)
、

「字
母

の
力

(
　

)
を
明
ら
か
に
し
で
入
れ
る

限
り
」
(
　

)
、

「
ロ
ゴ

ス
が
そ
れ
に

つ
い
て
で
あ
る
も

の
の
型

(
憲

司
只
)
が

内
在
す
る
限
り
」
(
　

)
と
表
現
さ
れ
る
。

　
し
ノ
む　

　
し
か
し
、

「
正
し
い
」
と

「
真

の
巳
と
が
も

或

る
意
味

で
は

異

る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
。　

　
の
第

一
の
論
点
は
、
プ

ラ
ト

ン
の

「
ス
ト
イ
ケ
イ
オ

ン
」

が
果

し
て

「字
母

」

で
あ

っ
た
か

「
子
音
」
で
あ

っ
た
か

の
吟
味

に
向
け
ら
れ

て
い
る
。　　

　
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ

ス
の
協
定
説

で
は
語
ら
れ
な
か

っ
た
条
件
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

429b  
in 

435d-436c 
ca 

429c

cf. 
408b

429de 
cf. 

E
uthyd. 

283e--288a 

384cd 
rn 

385a 
385bc

391a 
a 

391c-.-421c 
g 

391ab 
396d-397a,400d–.-401a,401a,401e,411a,414d,425d-426b,428a,428d 

397ac 
,, 

396a,399b,410d,421a,421de 
4.141  

g 
422cd cf. 

I c~ Q
;=

 
g 

cf. 
;t'_ _g 

421de,cf. 
426ab,434b,T

ht. 
206b 

416cd,cf. 
T

ht. 
189e--190a,206de, 

Soph. 
264ab

cf. 
T

ht. 
160b

422d-424b 
S 

430a 
a 

430 c,cf. 
T

ht. 
184c-185d

G
. 

R
yle 

"L
etters 

and 
Syllables" 

in 
Plato. 

Philosophical 
R

eview
 

1960

cf. 
T

ht. 
155ab,204b-.-205a

430a--433b

434b 
cf. 

386e

cf. 
433e4

386e-390d



働

「類

似

(
　

)」
を
め
ぐ

る
分
割

(
　

)
(
　

)
が
、
実

は

二
義
的
で
あ

っ
た

こ
と
を
理
解

し
う

る
。

5

以
上
　

頁

　
竹

に
　

「
想
起
説
」

の
根
拠

と
し
て
語
ら

れ
る
。

　げ

㈲

そ

の
条

件

の
考

察

は

、
今

は
困

難

で
あ

る
。

　

む

　
こ

の
意
味

は
後

に
考

え

る

。

47

頁
　

オ

ッ
ク

ス

フ

ォ
ー

ド
希

英

大

辞

典

を

参

照

く

パ
ラ
デ
イ
ゲ
マ
・
イ
コ
ー
ン

　
典

型

ー
模

像

と

い
う

意

味

で

い
う

。　

　
そ

の
他
同
様

に
、
　

　
特

に

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
議
論
は
、
　

で
あ
り
　

と
患
わ
れ
る
。

(
下
線
筆
者
)

,こ
と

劔

希
英
辞
典
を
見
よ
。
例
え
ば
プ

ラ
ト
ン
で
は
　

な
ど
。

「
語
る
」
と
は

「
言
を
あ
げ

つ
ら
う
」

の

で

あ

る
。

田
中

美
知
太
郎

「
テ

ア
イ
テ
ト
ス
」

田
o。頁
以
下
参
照
。

ロ

こ

　

こ

ゐ

の
り

う

ぞ
ノ

大
言
海
に
、

「
語

る
」

11
形
を
活
用
せ
し
め
、

事
象
を
言

ふ
意
な
る
べ
し
、
と
あ
る
。

そ
の
他
、

「
か
た
」

「
こ
と
」

「名
」

「
な
り
」

「
す

(
素
)
」

へ

も

へ

「
す
が
た
」

「
た

だ
し
」
等
、
も

し
説
く
所
が
真
実

で
あ
れ
ば

、

ま
さ
し
く
イ
デ
ア
論

さ
な
が
ら
で
あ
り
、

驚

か
さ
れ
る
。

、

　
こ
の
場
合
、

「
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
」
は
、
名
と

レ
ー

マ
と
を
、

一
つ
に
は
区
別
し
、
又

一
つ
に
は
区
別
し
な

い
の
で
、

く

そ

こ
で
こ
れ
を
　

に
改

め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は

そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
　

希
英
辞
典
を

イ

ッ
イ

レ
シ
ス

ト

ロ
ポ

ス

ボ
ド

ス

見
よ
。
　

以
下

の
、
分

割
の
出
発
方
向
、
そ
の
行
程

の
分
析

を
参
照
、
註
　

に
も
既

に
触
れ
た
が
、
こ
の
ト

ロ
ボ

ス
と
ホ
ド

ス
を
持

つ
か
否

か
が
実
、は
問
わ

れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ゐ

へ

も

　「ふ
り
あ

て
」
は

一
方
は

「
正
し
く
」
に
加
え
て

「
真

の
」
と
言
わ
れ
る
が
、
他
方
は

「
虚
偽
の
」
と
し
か
言
わ
れ
て
い
な

い
。

。
h・

註

69榊

我

々
は
、
　

の
心
理
と
論

理
を
深
く
正
し
く
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

 (424b.  -427e)

T
ht. 

152c 
, 160c 

, 186c 
, E

uthyd. 
284e

cf. 
M

en. 
80d 

sq,
81cd'

435d--440e

439d
439d--440c 

cf. 
T

ht. 
183ab

cf.

T
ht. 

176b
cf. 

Phd. 
103b5

e. 
sr. 

G
. 

R
vle 

O
D

. cit. 
D

. 445 
"—

though 
in 

the 
C

ratylus 
(385B

—
C

) 
Socrates 

pretends 
that 

the 
parts 

of 
a 

true 
sentence

m
ust 

them
selves 

be 
true"

R
. 

R
obinson: 

Philosophical 
R

eview
 

vol. 
65 

p. 
329, 

N
. 

G
ulley: 

Plato's 
T

heory 
of

K
now

ledge 
p. 

69, 
I. 

M
. 

C
rom

bi: 
A

n 
E

xam
ination 

of 
Plato's 

D
octrine 

P.476
unfair

pointless

Phdr. 
241d. 

A
p. 

19cd, 
23a, 

b, 
d

385d2



　、

「
必
然
」
と
い
う
も

の
の
考
察
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
は

「
パ
イ
ド
ン
」
95

e
以
下

の
も

つ
新

た
な
展
開
が
、
そ

め
重
要
な
ヒ
ン
ト

で
あ
ろ
う
。

㈱

『
メ
ノ
ン
」
　

に
お
け
る
議
論

で
あ
る
。

名

し
る
し

.

見
知
る

繍

[
　

]
は
も
と
も
と

[
寒

9
㌃
袋
]
で
あ
り
、
そ
れ
は
　

]
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
な
お
、
角
川
、
漢

和
中
辞
典

「知
」

の
項

参
照
、
註
㈲
参

照

　　ノ

　

翻

51
頁

以
下
　

の

ア
ナ

ロ
ジ
ー

で
あ
る
。

く

く

㈲

『
ク
ラ
チ

ュ
ロ
ス
』

に
お
け
る
デ

ィ
ア
レ
ス
テ

ィ
コ
ス
は
、

「
国
家
」
W
巻

の
上
昇

・
下
降

の
道

の
う
ち

、

下
降
に
属
す

る
だ
ろ
う
。
勿
論
、

上

ヘ

ヘ

へ

昇

・
下
降
も
単
純
な

二
つ
の
道

で
は
な

い
。

●

、

、

、

、

、

、

、

、

㈲

つ
ま
り

、

「
我

々
に
お
い
て
」
だ
け

で
は
両
者
ほ
、
全
く
成
立
し
な
い
。
必
ず

「
典
型
し
又
は

「
自
然
」
に
よ

っ
て

不
可
逆
的

に
原
因

づ
け
ら
れ

ね
ば
な
ら

ぬ
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
　

h 　

 〈

(第

一
薬
科
大
学
講
師
。

昭
和
四
十

一
年
本
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了

・
哲
学
)


