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ひ
と

が
欝
葉

を
語

る

さ
ま
ざ

ま

の
営

み

の
な
か

で

「
真

実

を
語

る
」

と

い
う

こ
と
は

ど

の
よ

う
な
雷

語
行
為

な

の

で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
問

い

に

た

い
し

て

ひ
と
ま
ず

、

そ
れ

は
た

と
え
ば

、
プ

ラ
ト

ン

の

『
弁

明
』

の

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
語

る
よ

う
な
言

語
行
為

な
の
だ

と

い
う

ふ
う

に
答

え

、
そ

し

て

こ
の

こ
と
を
考

え

て

い
く
手

が

か

り
と

し

て
と
り

あ

え
ず

騎
弁

明
幅

の
留

頭
部

の

つ
ぎ

の
言
葉

に
注
目

し

た

い
。

「
わ

た
し

の
語

る

こ
と
が
正

し

い
か

ど
う

か
と

い
う

こ
と
だ

け

に
心

を
む

け

て
、

そ
れ

を
よ

く
考

え

て
み

て
ほ
し

い
。
な

ぜ
な

ら
、

そ
れ

が
裁

く
者

の
そ

の
も

の
と
し

て

の
よ
さ

、

ア

レ
テ
ー

で
あ

り
、
真

実

を
語

る
こ
と

が
弁
論

す
る
者

の

ア
レ
テ

ー
だ

か
ら

だ
篇

(
一
八
A
)。

さ

て
、

い
ま

の
筆

者

に
理
解

さ

れ

る
と

こ
ろ

で
は

、
と
も

か

く
も

こ
の
言
葉

が

『
弁

明
』

全
体

の

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
言
葉

の
基

調

を
定

め

て

い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

と

い
う

の
も

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
は

こ

の
言

葉

に

よ

っ
て

お
の
れ

の
弁

明
を
真

実

を
語

る

こ
と
に
厳

し
く
定

位

さ

せ
、
そ

し

て
そ
れ

と
同
時

に
、
弁
明

の
そ
う

し

た
言
葉

を
語

る
営

み

こ
そ
正

、
不

正

の
裁

き

そ
れ

に
照
応

し

て
裁

く
者

の
裁

き
は
な

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い

に
付

さ
れ

る

べ
き
も

の

で
あ

る
と

し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

こ
の
理
解

に
応

じ

て
、

『弁

明
』

の
も

つ
問

題
性

を

、
1

、
真
実

を
語

る

こ

「
真

実

を

語

る
」

と

い
う

こ
と

　『弁
明
』
、
「
不
知

の
知
」

の
問
題
性

1

ー

甲

斐

博

見



と

の
意

味

、
あ

る

い
は
、
不

知

の
知

二

八

A
-

二
四

B
)、
H

、
真
実

を
語

る

こ
と

と
し

て
言
葉

を
語

る
者

が
正

、
不

正

に
お

い

て
裁

か

れ
る

こ

と

の
意

味

、
あ

る

い
は
、
端

的

に
正

し
さ

に

か
か
わ

る
行
為

と

し

て
の
魂

の
世
話

(
二
四

B
l

三
〇

C
)

と
暫
定

的

に
捉

え
、

さ
し

あ
た
り

こ
の

小

論

で
は

ー

の
問

題
性

の
み
を
考
察

し
、

H

の
問
題

性
、

さ
ら

に
は
ー

と
H

の
内

侮
連

関

の
問
題

に

つ
い
て
は
心

に
留

め

て
お
く

だ

け
に

し

て
お

ω

き
た

い
。

一
八

A
ー

二
〇

C
の
箇

所

に

つ
い

て
。
『
弁

明

』

の
冒

頭

部

で

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

、
「
諸

君

は
わ

た

し
か
ら

す

べ
て

の
真
実

を

聞

く

で
あ
ろ
う
」

(
一
七

B
)
と

言
明

す
る
。

こ
の
言

明

は
真
実

を
語

る

こ
と

に
定

位

す

る

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
弁

明

が
た

ん

に
事

の
真
相

(事
実

)
を

明
ら

か

に
す

る

た

め

の
被

告
と

し

て
の

ソ
ク

ラ

テ

ス
個
人

の

一
証
言

に

と
ど
ま

ら
ず

、
他

の
人

び
と
も

必
然

的

に
容

認

せ
ざ

る

を
え

な

い
普

遍
的

な
意

味
を

も

つ

こ
と
を
要

求

し

て
い
る
。

こ

の
要

求

が
ど

の
よ
う

に
実
現

さ
れ

て
い
く
か

、
そ

れ
を
捉

え

る
手

が
か

り

は
さ
し

あ
た

り

こ
の
箇
所

で
示

さ

れ
た

ソ

ク

ラ

テ

ス
の
今
置

か
れ

て

い
る
場

所

の
確

認

の
作
業

に
求

め
ら

れ

る
。

そ

れ
は

、

第

一
に

、
「
法

に
従

い
、
弁

明
す

る
」

(
一
九

A
)

と
誓

い
、

現
下

の
法

廷

で
証
言

す

る

こ
と

に
同
意

し
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

か
か

る
同
意

を

し
た
以
上

、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
法
廷

と

い
う
裁

き
の
場

で
自

ら

の
所

業

を
露

わ

に
し

、
裁
く

者
I

I

さ

し
あ

た
り
人

び
と

の
代

表

で
あ

る
裁
判

官

の
誰
も

が
確
認

で
き

る
あ
り

の
ま

ま

の
姿

を

示

さ
ね

ば
な

ら
な

い
わ

け

で
あ

る
。
第

二

に
、
現
在

の
公

訴

の
背
後

に
積

年

の

「
中
傷
」

「
嫉
妬
」
、

⑧

つ
ま

り

「
評
判

」
(
象

竜

そ

の
担

い
手

は

一
人

の
詩
人

を
除

け
ば

不
特

定
多

数

の
人

び

と

で
あ
る

の
存

在

す

る
こ
と
を

指
摘

し

(
一
八

A
l

E
)、
そ

の
評
判

の
な

か

で
す

で
に
あ

る
仕
方

で
露

わ

で
あ

る
お

の
れ

の
有

様

を
示

し

て

い
る

(
一
九

A
l

C
)

こ
と

で
あ

る
。
す

く
な

く
と

も

そ

こ

で
は
、
人

び

と
に

は

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
露

わ

で
あ
ろ
う
。
第

三

に

、
評
判

の
な
か
の
自
分

を
否

認

す
る
の
に
、
評
判

の
担

い
手

で
あ

る
人

び
と

11

裁

く
者

を
そ

の

「証

人
」

に
し

て
い
る

(
一
九

D
)

こ
と

で
あ
る
。

こ

の
こ
と

は
第

二

の
態

度

を
考

え
あ

わ

せ
れ
ば

、
或

る
奇
妙

な
事

態
を

生



ぜ

し
め

る

こ
と
に

な
る
。

と

い
う

の
は
裁

く
者

で
も

あ

る
人

び
と
が

、
或

る
場
合

に
は
評
判

の
担

い
手

、
或

る
場
合

に
は
評
判

を

否
認

す

る
弁

明

の
証

人

に
さ

れ

て
い
る

か
ら

で
あ

る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
注
目

す

べ
き

こ
と
は

、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
I
I
自

然

哲
学

や
人
間

教
育

の
知

識

に
た
い
す
る
若

個

干

の

コ
メ
ン
ト
を

の
ぞ

け
ば

、
人

び
と

に
露

わ
な
自

分
を

た
と

え
そ
れ

が

、
評
判

の
自

分

か
ら
証

人

が
見

出

す

で
あ

ろ
う
自

分

に
ま

で

変

様

し

よ
う

と
も
ー

、

そ

の
背

後

に
隠

さ

れ
た
本
当

の
自

分

と

い

っ
た
も

の
は
あ
り

え

な

い
と
し

て
そ

の
ま
ま
示

し

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

で
は
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
確

認

し

た
以
上

三

つ
の
事
柄

か

ら
な

に
が
明

ら
か

に

さ
れ

る
か

。
そ
れ
は
第

一
に

、
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
弁

明

の
言
葉

の

い
わ
ば

同
調

し

て

い
る
と

こ
ろ
が
人

び
と

に
も

端

的

に
露

わ
だ

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

と

い
う

の
は

、

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
身

を
委

ね

て

い
る
そ

の
場

所

は

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
ば

か
り

で
な

く
、

同
時

に
他

の
人

び

と
も

そ

れ

ぞ
れ

そ

の

「
ど
う

あ

る
か
」

に
お

い
て
、

し
か
も

さ
し

あ
た

り
相
反

す

る
有

り
方

の
共
在

可
能

な
ま

ま

に
、
人

び
と

に
も
露

わ

に
さ
れ

て
い
る

か
ら

で
あ
る

。

こ
の

こ
と

に
応

じ

て
見
落

し
て
な
ら

な

い
こ
と

は
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
言
葉

が

「
自
分

の
ど
う

あ

る
か
を
語

る

こ
と

が

同
時

に
他

の
人

び
と

の
ど

う
あ

る
か

を
語

る

こ
と

で
も

あ

る
」

よ
う
な
言

葉

と
し

て
語

ら
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
り

、
さ

ら

に
は
、

そ
う

し

た
言
葉

に

よ
る
共

同

の
場

所

に
正
確

に
同

調

す

る
語

げ
方

が

か
れ

に

で
き

て
い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

な

お

こ
の
点

に
か
ん

し

て
、

『弁

明
』

「冒
頭

部

」

の

「
そ

の
な

か

で
わ

た

し
が
育

て
ら

れ

て
き

た
そ

の
国
言
葉

と
そ

の
語

り

方

で
話

す

」

(
一
七

D
I

一
八

A
)
と

い
う

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
言
明

の
意

味
が

問
題

に
な

ろ
う
。

こ
の
言
明

が
自

覚
的

に
語

ら

れ

て

い
る

と
す
れ

ば

、
そ

れ
は

そ

う

し
た
言
葉

に
よ

る
共

同

の
場
所

に
あ

る
こ

と

の
た
ん
な

る
表

明

に
と
ど
ま

ら
な

炉
で
あ

ろ
う
。

第

二

に
、

こ
の
端

的

に
露

わ
な

、
言
葉

に
よ

る

共

同

の
場
所

は
評
判

に
蔽

わ
れ

た
り

、

そ
れ
を
否

認

す

る
証
言

に
場
を

開

け
た
り

、
相

反

す

る
い
ず
れ

の
有

り
方

も
許
容

す

る

の

で
あ
る

か
ら

、

そ
れ
自

身

と

し

て
は
定

ま

り
が

な
く

、

一
な

る
形
相

を
も

た
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
第

三

に
、

と
は

い
え

し
か
し

、

そ

こ
に
は

た

い
て

い
詩

人
な

ど

の
先
導

に
よ

る
評
判

が
支

配

し

て
お

り
、

そ
れ

が
そ

の
場

所

に

一
種

の
か
た

ち
を
与

え

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

以

上

三

つ
の

傾

特

徴

を
も

つ
言
葉

の
語

ら

れ

る
こ

の
場

所

を

と
り

あ
え
ず

「
日
常

的
公

共
性

」

と
名

づ
け

て
お
く

。

さ

て

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
言

葉

よ
り

明
ら

か

に
さ

れ

る
こ

と
が
以

上

の

こ
と

で
あ

れ
ば

、

そ

こ
か
ら

こ

の
箇

所

の
も

つ
意

義

は

つ
ぎ

の
よ
う

に
論

定

さ
れ

よ
う
。
真

実

を
語

る

こ
と

に
定

位

す

る
弁

明

が
普

遍

的

な
意
味

を
要

求

す

る
場
合

、
な

に
よ
り

も
ま

ず

そ
れ
は

、
す

べ
て
の

ひ
と
に
端

的

に



露

わ
な
、
言
葉

に
よ
る
共
同

の
場

所

で
語

る
こ
と

、

つ
ま
り
す

べ

て
の
ひ

と

の
共
有

可
能

な
言
葉

を
語

る

こ
と
を
必
要

と

す

る
が
、
ー

1
真

実
を

語

る
こ
と

の

こ
う

し

た
必
要
条

件

が
ま
ず

確

保

さ
れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

で

あ
る
。

こ

の
共
有

可
能

な
弁

明

の

み
が

一
身
上

に
関

わ

る

こ
と
を
提

示

す

る
だ

け

の
力

し

か
な

い

一
証

言
以
上

の
普

遍

性

を
も

ち

う
る

の
で
あ

る
。

だ
が

し

か
し

、

こ
の
箇

所

で
は
同
時

に
、

そ
う

し
た
共

有
可

能

な
言

葉

の
語

ら

れ

る
日
常
的

公
共

性

の
評
判

も
証

言
も

無
差

別

に
許

容

す

る
不
定

性

が
明

ら

か

に
さ
れ

た
。

そ

こ
に
と
ど
ま

る

か
ぎ

り
、
弁

明

の
真

実

(
事
実
)

性

を
証
言

す
る
証

人

の
要
請

も

ほ
と

ん
ど
無

益

で
あ

る
し

、
そ

れ
と

と
も

に

日
常
的

公
共

性
を

す

で
に
支
配

し

て

い
る
評
判

の
威

力
を

覆

す

こ
と
も

で
き

な

い

で
あ
ろ

う
。
真
実

の
弁

明
が
普

遍

性

を
も

つ
た
め

に

は
共

有
可

能

な
言
葉

で
語

ら
れ

ね
ば
な

ら
な

い

に
し

て
も

、

そ

の
弁

明

の
真

実
性

は

日
常
的

公
共
性

の
な

か

で
証

示

さ
れ

る
わ

け

で

は
な

い

の
で
あ

る
。

二

二
〇

C
ー

二
四

B
の
問
題

。
…
i

そ
れ

で
は

い

っ
た

い
、
真

実

を
語

る

こ
と

に
定

位

す

る
弁

開

の
真

実
性

の
証
示

は

い
か

に
し

て
な
さ

れ

る
の

か
。

こ
の
問

い
の
考
察

の
道

の
確

保

の
た

め

に
、

は
じ

め

に
こ

の
箇

所

の
基

本

的

な
問
題

の
示
唆

を
試

み

る

こ
と

に
す

る
。
ま
ず

そ

の
問
題

の
大

要

を

こ
の
箇

所

の
始

ま
り

の
部
分

と
締

め
括

り

の
零

葉

か
ら

示
唆

し

て
お
く
。

始
ま

り

の
部

分

で
は
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
言
葉

の
な
か

に
匿
名

の
他

者

が
登
場

し

、
裁

く
者

と
し

て

「
軽
率

な
判

断

を

し
な

い
た

め

に
」
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
に
か
れ

に
た

い
す

る

中

傷

、
評

判

の
所

以

、

つ
ま
り

か
れ

の

「
行

い
」

(
　

を

問

い
、
か

れ

が
す
す

ん

で
自

己
提

示

で
き

る
発

言

の
機
会

を
与

え
る
。

ソ
ク

ラ
テ

ス
は

そ
れ

に
答

え
る

こ
と

に
同
意

す

る

(
二
〇
C
-

D
)。
こ

こ
に
、
前

節

の
日
常

的

公
共

性

と

は
な

に

か
異

質

の
、

こ
れ
か

ら

か
れ

の
語

る
言
葉

に
よ

っ
て
拓

か

れ
る

べ
き
独

自

の
言

葉

の
場

所

が
現

前

す

る
。
弁

明

の
真

実

性

は

こ
こ

で
証
示

さ
れ

る

で
あ

ろ
う
。

他
方

締

め
括
り

の
言
葉

で
は
、

「
そ

し

て
今

か
ら

で
も

、
ま

た
後

か
ら

で
も

、
諸
君

が

こ

の
こ
と

を
調

べ
て
み

る
な

ら
、
以

上

の

と
お

り

で
あ

る

こ
と
を
見

出

す
だ

ろ
う
」

(
　

)

と

語

ら

れ

る
。

こ

の
書

葉

は

か
れ

の
独

自

の
言
葉

の
場

所

で
証

示

さ
れ
た
弁

明

の
真

実
性

が
じ

つ
は
人

び
と

に
も
受

容

さ
れ

う

る
露
わ

な
も

の

で
あ
る

こ
と
、

し

た
が

っ
て



日
常

的
公

共
性

へ
の
な

ん
ら

か

の
連

関

を
有

す

る
こ

と
を
確

認

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

さ

て
以
上

の
点

か
ら

、

こ
の
箇
所

の
問
題

の
大

要

に

つ
い
て
、

そ
れ

は
人

び

と

に
慣

れ
親

し

い
日
常

的
公

共
性

に
依
拠

し

な

い

ソ
ク
ラ

テ

ス
の

語

る
独
自

の
言
葉

の
場
所

で
、
し

か
も

な
ん

ら
か

の
意

味

で
日
常
的

公
共

性

に
連

関
す

る
共
有
可

能

な
弁

明

の
真

実
性

が

い
か

に
し

て
証

示

さ
れ

る

の
か
、
と

い

っ
た
問

題

で
あ

る
こ

と
が
示
唆

さ
れ

よ
う

。

こ

の
問

題

に
応
答

で
き
た
場

合

に

の

み
、
弁

明

の
真
実

性

の
証
示

は
私

的

な
土
俵

で

な

さ
れ

て
い
る
と

い
う
批

判

を
封

じ
う

る

で
あ

ろ
う

。

と

こ
ろ

で

こ
の
箇

所

の
弁

明

は
、
前

節

で
指
摘

し
た

、
日
常

的

公
共
性

に
お

け

る

ソ
ク

ラ

テ

ス
お
よ

び
人

び

と

の
定

ま
り

な

い
有

り
方

の
全

部

に
脈
絡

を

つ
け

一
つ
の
事
象

と

し

て
統

一
的

に
把
握

し
、

な

に
ゆ
え

に
そ
う

し
た

評
判

が
生

じ

た
か

、
を
明

ら

か
に
す

る

一
種

の
原

因

の
提
示
-

　

1

い
わ
ば

「
評
判

」
(
ま

飾
S

の
原

因
論

で
あ

る
と
見

な
す

こ
と

が

で
き

樹
。

こ
の
評
判

の
原

因
論

に
要

求

さ
れ

る
こ

と
は
、

た
ん

に

「其

の

様

(他

の
様

)

に
あ

り
う

る
」

と

い
う
蓋

然
性

で
は
な
く

、

「正

に
其

の
様

で
あ

り
、
他

の
様

に
は

あ
り

え
な

い
」
と

い
う

必
然

性
を

も

つ
と

い

う

こ
と

で
あ

る
。
な

ぜ
な

ら

、
そ
れ

が
蓋

然
性

し

か
も

た
な

い
と
す

れ
ば

、
各
人

の
あ

い
だ

の
諸

々
の
蓋
然

的

な
原
因

論

の
な

か

で
相

対
化

さ
れ

る

の
は
不

可
避

で

あ
り
、

し

か
も

現

実

に
は

、
前
節

で
み
た
よ

う

に
、
当
該

の
評

判

そ

の
も

の
が
も

は

や
蓋

然
的

で
は
な

い
と

い
う
ま

で
に
日
常

的
公

共
性

に
浸

透
融
合

し

、
む

し

ろ
ぎ

ゃ
く

に
、
諸

々
の
蓋
然

的

な
原

因
論

、

た
と

え
ば

現
在

の
公

訴

の

い
わ

ば
発

生
基
盤

と
し

て
横

た

わ

る
よ

う

に
な

っ
て
し
ま

っ
て

い
る

以
上

、

こ
こ

で
要

求

さ
れ

る
評
判

の
原

因
論

で
あ

る

こ
と

な
ど
不
可
能

に

な
る
か

ら

で
あ

る
。

そ
れ

で
は

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
原
因

論

が
評
判

の
原

因

論

と
し

て
た
ん

な

る
蓋

然

性
以

上

の
必
然

性
を

も

つ
と

い
う

こ
と
は

、

い
か
な

る
意

味

で

可
能

に
な

る
の
か
。
こ
の
問

い
に
正
し

く
応
答

す

る
た

め
に
は

、
こ

の
評

判

の
原

因
論

が

、
1

実

際

の
弁

明

で
は
そ

れ
と
表

裏

一
体

を

な
す

ー

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
弁

明

の
真

実
性

の
証

示

に

た

い
し

て
ど

の
よ

う

に
意

味

づ

け
ら

れ
る

か
、

あ

る
い
は

、

そ
う
し

た
弁

明

の
真
実

性

の
証
示

は

ど

の

よ

う
な
意

味

で
こ
の
評
判

の
原

因
論

を

必
然

的

に
伴

う

か
、

が
問

わ

れ
ね
ば

な

ら
な

い
。
結

論

的

に

い
え
ば

、
こ

の
問

い
は
弁

明

の
真
実

性

の
証

示

の
問

題
を
補

完

す

る
役

割

を
担

う

で
あ

ろ
う

。
と

も

あ
れ

以
下

の
考

察

で

、

こ
の
箇

所

の
こ
う

し
た
基

本
的

問
題

の
解
明

を
試

み
な
け
れ

ば
な

ら

な

い
。



三

・
弁

明

の
真

実
性

の
証

示

。

結

論

的

に

い
え
ば

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
弁

明
は

、

い
わ

ゆ
る

「
不

知

の
知
」
、
「
無

知

の
自

覚
」

に
お

い

て
語

ら
れ

る
か

ぎ
り
真

実
性

を
証

示

さ
れ

る
の

で
あ

る
。
「
不
知

の
知
」

と

い
う

こ
と

で

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

つ
ぎ

の

こ
と
を
語

る
。

「
こ

の
男

も
わ

た

し
も

、
善

美

な

る
こ

と

に

つ
い

て
は
お

そ
ら

く
何
も

知

ら

な

い
よ
う

だ
が

、

こ

の
男

は
知

ら
な

い

の
に
な

に
か
知

っ
て

い
る

よ
う

に
思

っ
て
い
る
。

し

か
し
わ

た

し
は

、
知

ら

な

い
か
ら

そ

の
と

お
り

に
ま

た
知

ら

な

い
と

思

っ
て
い
る
。

だ
か
ら

、

つ
ま
り

こ
の
ほ
ん

の
す

こ
し

の

こ
と

で
、
わ

た
し

の
方

が
知

恵

の
あ
る

こ
と

に

な
る
ら

し

い
。

つ
ま

り

わ
た

し
は

、
知

ら
な

い
か
ら
知

ら
な

い
と
思

う

、
た
だ

そ
れ

だ

け

の

こ
と

で
優

っ
て

い
る
ら

し

い
の
だ
」

(
一
二

D

)。

ソ
ク

ラ
テ

ス
の

こ
の
一.口
葉

の
な
か

で
、

は
じ

め

に

「
不
知

の
知
」

の
も

つ
根

源
的
意

味

が
示

さ
れ

る
。

そ
れ

は
人
間

の
知
恵

が

「
善
美

な

る

こ

と
」

に

つ
い
て
の
不

知

と

い
う
か

た

ち

で

「
不
知

の
知
」

に
お

い
て

、
よ

り
正

確

に

い
え
ば

、
「
不

知

の
知
」

が
こ

の
不

知

に
呼

応

し

て
生

起

す

る

こ
と

に
お

い
て
限

定

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

こ
で

「
不

知

の
知
」

に
お

い

て

「
善
美

な

る

こ
と
」

の
不
知

と
し

て
限
定

さ

れ

る
人

間

の
知
恵

と

い
う
言

い
方

は

、
厳

密

に
理
解

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

さ
し

あ
た

り
そ
れ

は

、
「
人
間

な

み
以
上

の
知

恵
」

(
二
〇

E
)

で
も

な

け
れ

ば

、

そ
れ
以

下

の
も

の

で
も

な
く

、
ま

た

「
何

ん

と
言

っ
て
い

い
か
分

ら

な

い
」

(
二
〇

E
)
も

の

で
も

な
く

、
ま

さ
し
く

そ
れ

こ
そ

が

「
人
間

な

み

の
知

恵
」

(
二
〇
D
)

だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の
場

合

、
「
不

知

の
知

」

の
呼
応

を
要

す

る
か
ぎ

り
、

そ
れ
は

こ

の
限

定

に
先
行

し

て
す

で

に
自

然
的

に
そ

の
存
在

者
性

を
与

え

ら
れ

て

い
る
人

間

と

い
う
存

在

者

の

一
特

性

と

い

っ
た
も

の
で
は

あ
り
え

な

い
。
む

し
ろ

ぎ

ゃ
く

に

そ
れ

は
、

そ
こ

で
は
じ

め

て
人

間

が
人
間

で
あ

る
と

し

て
端
的

に
生

じ

て
く

る

、
す

な
わ

ち
、

い
わ

ば
人
間

の
形
相

が
生

成

す

る

た
だ

し

こ

の
形

相

の
生

成

に
よ

っ
て
、
人

間

は
他

の
存

在

者

と
な

ら

ぶ

一
存

在

者

に
な

る
の

で
は
な

く

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
把
握

に
し

た

が
え

ば
、
「
ア
レ

テ

ー
や

そ

の
他

の

こ
と

に

つ
い
て
対
話

し

な
が

ら
、

自

分

と
他

人

と
を
吟

味

す

る
」
仕

方

で
、
「
そ
れ
ら

の
こ
と

に

つ
い
て
日

々
に

ロ
ゴ

ス
を

つ
く

る
」

㌧
(
三
八

A
¥

と

い
う

人
間
存

在

の
或

る
卓

越

し
た
拡

が

り
を
拓

か
れ

播
ー

と

い
う
ま

さ

に
そ

の
こ
と

を
可
能
に

す

る
知

な
,の
で
あ

る
.
,



さ

て
、
「
不
知

の
知

」

の
こ
う

し
た
意

味

は
、

さ
ら

に
な

に
か
存

在

八
論
∀

的

構

造

と

で
も
図

式

化

さ
れ

う
る
も

の
の

な
か

に
位

置

づ
け
ら

れ

て

い
く

。

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
そ

れ
を

つ
ぎ

の
よ

う

に
語

る
。

「
と

こ
ろ

が
実

際

は

、
諸
君

よ

、
本

当

に
知
恵

が
あ

る

の
は
神

だ

け

で
あ
り

、

そ
し

て
神

は

こ
の
神

託

の
な
か

で
、
人

間

の
知
恵

と

い
う
も

の

・

・

㈲

は

な

に
か
も
う

ほ

と
ん
ど

、

か

つ
ま

っ
た
く
価
値

の
な

い
も

の
だ

と

い
う

こ
と
を
言

お
う

と

し

て
い
る

の
か
も

し
れ

な

い
。

そ

し

て
そ

れ
は

、
神

が

こ

の

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
こ
と
を
言

っ
て

い
る
よ

う

に
見

え

る
け
れ

ど

、
わ

た

し
の
名
前

は
神
が

わ

た
し
を

一
例

に
す

る

の
に

つ
け
た
し

に
用

い

て

い
る
だ

け

の
よ
う
だ

。
す

な
わ

ち
そ

れ

は
ち

ょ
う
ど

、
神

が

、
人

間

た
ち

よ

、
お
前

た

ち

の
な

か

で

い
ち
ば
ん
知

恵

が
あ
る
者

は
誰

で
も

、

ち

ょ

う
ど

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
よ
う

に

、
知

恵

に
た

い
し

て
は
真

実

の
と

こ
ろ

な
ん

の
価
値

も

な

い
と

い
う

こ
と
を
知

っ
た
者

の
こ
と

だ
、

と
言

う
場
合

に

行
う

で
あ
ろ
う

よ
う

な

こ
と

で
あ

る
」

(
二
三

A
l

B
)。

ソ
ク

ラ

テ

ス
の

こ
の
言
葉

の
な
か

で
と

り
わ

け
重

要

な

こ
と

は
、

さ
き

に

「
善

美

な

る

こ
と
」

の
不
知

と
し

て
限

定

さ
れ

た
人
間

の
知

恵

が
神

の
も

の

で
あ

る
知

恵

、

つ
ま
り
端

的

な
知

の

い
わ
ば

存
在

上

の
先

行
を

了
解

す

る

こ
と
か

ら
捉

え
直

さ
れ

、
そ

し

て
こ
の
了
解

の
も

と

で
、

そ
う

し
た
知

の
欠

如

態
と

し

て
位

置

づ
け
ら

れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
は

そ

の
よ
う

に
限
定

さ

れ

た
人

間

の
知

恵

が
、
真

実

に
は

、

こ
の
端

的

な
知

の
現

前

に
直

面

し

て
人
間

と

し

て
あ

る

べ
き
仕

方

で
そ
れ

を
受

容

す

る
、

つ
ま

り

そ

の
知

の
欠

如

を
人
間

の
知
恵

の
真

実

と
し

て
容
認

す

る
と

い
う

、
ま

さ

に
そ

の
こ
と

に
お

い

て
限

定

さ
れ

た

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

ま
た

そ

の
限
定

に
よ

っ
て
人

間

の
知

恵

の
真

実

の
あ
り
方

と

し

て

納

「真

証
」

さ
れ

た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

こ
こ

で
は
、
神

託

が
神

の
言

葉

と

し

て
人

間

の
知

恵

を
存

在

の
真
実

の

な
か

に
位
置

づ

け
る

凶

も

の
と
し

て
受

容

さ
れ

る
と

と
も

に
、
神

託

の
そ

う

し
た
受

容

に
お

い
て
、
「
不
知

の
知
」

に
お

い
て
限

定

さ
れ

た
人

間

の
知

恵

が
そ

の
限
定

の

ま

ま

に
そ

の
真

実

の
あ

り
方

と

し

て
真

証

さ
れ

る
、

と

い
う
事

態

が
現
出

す

る
に

い
た

る

の
で
あ

る
。
わ

れ
わ
れ

は
人
間

の
知
恵

の
限
定

、
真
証

が
な

さ
れ

る
こ

の
事

態

を

、
人

間

の
知

恵

に
お

い
て
端
的

な
知

、
神

の
言

葉

が
現
前

す

る
と

い
う
意
味

で

「真

実

が
存
在

す

る
」

こ
と

と
呼

び
う

る

で
あ

ろ
う

。
人
間

の
知

恵

に
お

い
て

「
真

実

が
存

在

す

る
」

か

ぎ

り

で
、
人
間

の
知

恵

は
知

と

し

て
可
能

に
な
り

、
真

実
性

を
も

ち

う
る

の

で

あ

る
。



と

こ
ろ

で

つ
ぎ

に
、
「
不

知

の
知
」

の
い
わ
ば

自

覚

的

な
而

に

つ
い

て
考

察

し

て
い
く

必
要

が

あ

る
。
「
不
知

の
知
」

に

つ
い
て
さ
き

に

「
善
美

な

る

こ
と
」

の
不

知

に
呼
応

し

て
生
起

す

る
と

指
摘

し

た
が

、

そ
れ

は
そ

う

し
た
呼
応

な
し

に
は

「善

美

な

る

こ
と
」

の
不

知

を

め
ぐ

る
限

定

、

受
容

、
真

証

と

い

っ
た

こ
と

が
起

り

え

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
不

知

の
知
」

は

「
真

実

が
存

在

す

る
」

と

い
う
事

態

に
人

間

と

し

て
触

れ

う

る
人
間

に
与

え
ら

れ

た

い
わ
ば
明

る

み
な

の

で
あ

る
。

し
か

し

こ

の
こ
と

は

、
観

点

を

か
え

て

い
え
ば

、
そ
う

し

た
事

態

に
触

れ

る
に
は

「
不

知

の
知
」

の
こ

の
明

る
み
を
頼

り

に
各
人

そ
れ

ぞ
れ

が
自

ら
思

い
知

ら

ね
ば

な

ら
な

い

と

い
う

こ

と

で
あ

り
、

そ
れ

に
応

じ

て
極

端

に

い
え

ば

、

そ

の
思

い
が
各

自

の
思

い
と
し

て
た
ん

な

る

「
思

い
な

し
」

(
ま

恥
S

の
色

調

さ
え

帯

び

て
く

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
実
際

、

こ
の
節

で
引
用

し

た

『
弁

明
』

二

一
D
、

二
三

A
B

の

、
一
つ
の
言

葉

は

い
ず

れ

も

そ
う

し
た
各

自

的

な
思

い
の
言

葉

で
語

ら
れ

て
お
り

、
「
不

知

の
知
」

に
お

い

て

「真

実

が
存
在

す

る
」

と

い
う
事
態

が
現

出

す

る
と

し

た
さ
き

の
結

論

に

一
見

そ
ぐ

わ

な

い
よ

う

に
も
見

え

る
の

で
あ
る
。

し

か
し

と
す
れ

ば

、

そ

う
し

た
各

自

的

な
思

い
が
た
ん

な

る
ド

ク
サ

で
は

な
く

、
「
真

実

が
存

在

す

る
」

事

態

を
担

う
知

の
自
覚

的

な
営

み
で
あ

る
と

い
う

こ
と

は

い

か
な

る
意

味

で
言

い
う

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
点

に
か
ん

し

て
ま
ず

さ
き

に
引

用

し
た

『
弁

明
』

紬
二

D
の

百
葉

が
注

目

さ
れ

る
。

す
な
わ

ち

そ

こ
で
は
、
人

間

の
知

恵

が

「善

美

な

る

こ
と
」

の
不
知

と
し

て
限
定

さ

れ
る

と
き

、
同
時

に
、

そ

の
不

知

が

、
A

、
「
知

ら

な

い

の
に
な

に
か
知

っ
て

塚

と
田
心
.つ
」

と
、

B
、
「
知

ら

な

い
か
ら

そ

の
と
お
り

に
知

ら
な

い
と
思

う
」

と

い
う

二
様

の
あ

り
方

で
語

り
出

さ
れ

て
く

る
。

そ

の
際

し

か
し
、

B
が

「
善
美

な

る
こ
と
」

の
不

知

に
呼
応

し

て
各

自
的

た
と
え

ば

ソ
ク

ラ

テ

ス
ー

に
生
起

す

る

の

に
た

い
し

て
、

A

は
そ

の
不

知
を
隠
蔽

し
た
ま

ま

に
露

わ

に

さ
れ

る

の

く

　

で
あ
る

。

つ
ま
り

こ

こ
で
指
摘

さ

れ
る

の

は
、
ω

、
人

間

の
知
恵

の
あ

り
方

が

A
と

B

の
二
様

に
分

か
れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
し

か
し

、
マ宙

、

そ

の
こ
と
が

同
じ
資

格

で
人
間

の
知

恵

の
あ

り
方

を

あ
ら

わ
す

の
で

は
な
く

、

B

の
み
が

そ
れ

に
相
応

し
た
あ

り
方

と
し

て
、

し
か
も
各

自
的

に

そ
う

で
あ

る

の
に
た

い
し

て
、

A
は

い
わ
ば

そ

の
欠

如
態

で
し
か

な
く

、

し
た

が

っ
て

、
A

そ
れ
自
身

か
ら

は
お

の
れ
が
人

間

の
知

恵

の
何

ら
か

の
あ

り
方

で
あ

る

こ
と
を
明

ら

か
に
す

る

こ
と

は

で
き
ず

、
-
む

し

ろ

㈲
、

A

に

つ
い

て
そ
れ
を

露

わ

に
す
る

の
は

B
だ
、
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。



さ

て
と
す

れ
ば

、
以
上

の
指

摘

か

ら

こ
の
事

態

を

担

っ
て

い
る

の
は
各

自

の
B
だ

と

い
う

こ
と
が
理

解

さ
れ

る
。
各

自

の
B
は

、
「
善

美

な

る

こ
と
」

の
不
知

を

わ
が

こ
と
と

し
て

い
る
が

ゆ

え

に
、
人
間

の
知

恵

と

い
う

こ
と
に

お

い
て
お

の
れ

の
知
恵

の
あ
り
方

ば
か

り

で
な
く

、
他

の
そ

れ

を
も

、

つ
ま
り
自

他

の
す

べ
て
の
知
恵

の
あ
り

方
を

露

わ

に
し

う
る

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
「
不

知

の
知
」

の
こ
う

し
た
自

覚

的
面

は

、
さ

ら

に
存

在

(
論
)

的

構

造

と

で
も

図
式

化

さ
れ

う
る
も

の

の
な
か

に
位
置

づ

け
ら

れ

る
。

こ
の

こ
と

は

さ
き

に
引
用

し

た

『
弁

明
』

二
三

A
l

欝

で
語

ら

れ

る
。

そ

こ
で
は

そ

の
た
め

に

コ

例
」
(
　

と

い
う
言
葉

が

㈱

用

い
ら
れ

る
。

パ
ラ

デ
イ
グ

マ
と

い
う
言

葉

に

つ
い

て
は
、
教

育
者

ソ
ク

ラ

テ

ス
と

い

っ
た
観
点

か
ら

い
え
ば

、

B
の
あ
り
方

を
わ

が

こ
と
と

し

た
者

は
人
間

の

「範

例
」

「
代

表
」

で
あ

る
、

と

い
う
意

味

が
含

ま
れ

る

か
も

し
れ

な

い
。

し
か
し

そ
れ

は
さ

て
お
き

、
当

面

の
文

脈

で
指

摘

す

べ
き

こ
と

は

、
「
不
知

の
知
」

と

い
う
各

自

の
自

覚

が
神

の
言

葉

と
人

間

の
知

宙
γ

ソ
ク
ラ

テ

ス
個

人

の
知

恵

と

い

っ
た
も

の
が
問

題

に
な

る

の

で
は
な

い
ー

ー
と

の
関

わ
り

へ
の
主

題
的

な

関
心

の
な
か

で
位

置

づ
け

ら

れ

て
い
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

そ
れ

は
、
単

純

に

い

っ

て
、
神

の
言

葉

の
受

容

に
お

い
て
限

定

さ
れ

る
人

間

の
知

恵

と

い
う

も

の
は

、
具

体

的

に
は
、
各

自

の
不

知

の
自

覚

と

い
う

あ

り
方

に
お

い

て

…

1
た
だ

た
だ

そ

の
あ
り
方

に
お

い
て

の
み
ー
1
-知

恵

と
し

て
真

証

さ
れ

る

の
だ

、

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
場
合

は
そ

の

「
一
例
」

に
す
ぎ

な

い
、
と

い

う
意

味

で
位
置

づ
け

ら

れ
る

の

で
あ

る
。

さ

て
以

上

の
指

摘

か
ら

、
「
不
知

の
知
」

の
自

覚

的
面

に
か
ん

し

て

一
応

の
結
論

を
提

出

で
き

る
か
も

し
れ

な

い
。
す

な
わ

ち

そ
れ
は

、
「
不
知

の
知

」

と
は
、
神

の
言

葉

と

い
う
真

な

る
も

の

の
受
容

に
お

い
て
形
相

的

に
限
定

さ

れ
る

〈
人
間
〉

の
知
恵

が

、
そ

の
存
在

の
真

実

に
あ

る

〈人

間

〉

の
形
相

と

い
う
意

味
を

い
さ
さ

か
も

変
更

す

る
こ

と
な

し
に
ー

!
そ

れ

に
応

じ

て
、
自

他

の
す

べ
て
の
知
恵

の
あ
り
方

を
露

呈
す

る
位
置

を

保
持

し

つ

つ
ー

…
各
自

の
自

覚

と

い
う
個

別
的

な

あ
り
方

と

し
て
生
起

す

る
、

と

い
う
事

態
を
集

約
的

に
表

現

し
た
も

の
で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
欝
葉

が
各

自
的

な
思

い
の
}蕎
葉

で
語

ら
れ

る

の
は
、

そ
れ

が

い
か

に
ド

ク
サ

の
色

調

を
帯

び

て

い
る
よ
う

に
見

え
よ

う

と
も

、

む
し

ろ
当
然

の
こ
と

な

の
で
あ

る

。

i

ー
そ

れ

に
し
て
も

、
「
人
間
な

み
の
知
恵

」
、
も

っ
と

一
般

的

に

い

っ
℃
、

人
間

に
許

さ

れ
た
知

と

い
う
も

の
は

「
不
知

の
知
」

以

外

に
は

な



い

の
だ

ろ
う

か
。
「
不
知

の
知
」

に

つ

い
て
把

握

さ

れ
た

以
上

の
意

味

を
明

確

に
す

る
た

め

に
、

ソ
ク

ラ

テ
ス
が
自
他

の
知
恵

の
吟
味

に
際

し

て

と
も

あ
れ
知

と
し

て
評
価

し
た

、
技

術
者

の
知

恵

に
触

れ

て
お

か

ね
ば

な
ら

な

い
。

技
術

者

の
知

恵

に

つ
い
て

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
お

よ
そ

つ
ぎ

の
こ
と

を
語

る
。

技
術

者

は

な
ん
ら

か

の
技

術
知

を
所

有

し
そ
れ

を
使

っ
て
な

に
か
を

す
る

こ
と

が

で
き

る
。

し

か
し

、
「
そ

の

技
術

知

を

立

派

に

働

か
せ

る

こ
と

の
ゆ
え

に
」
、
か

れ
ら

は

そ
れ

ぞ
れ

に

「
そ
れ

以

外

の
最

大

の
事

柄

(
　

に

つ
い
て
も
知
恵

が
あ

る
と
思

う
」

と

い
う

「
考

え
違

い
」

(
　

)

を
し

て
し

ま

い

そ
の
点

で
詩
人

と
同

様

の

誤

り

を
犯

す

・

そ

の

「
考

え
違

い
」

が

か
れ

ら

の
所

有

す

る
知
恵

ま

で
も
蔽

い
隠

す

よ
う

に
な

っ
て
い
る

(
二

二
D
l

E
)、
と
。

さ

て
問

題

は
、
技
術

者

の
陥

る

「
最

大

の
事
柄

に
も
知

恵

が

あ

る
と
思

う
」

と

い
う

そ

の

「
考

え
違

い
」

の
意
味

で
あ
る
。

こ
の
点

に

つ
い

て

は

じ

め
に
注
意

す

べ
き

こ
と

は
、

そ
れ
を

技
術

者

個
人

の
事

情

に
還

元

し

て
は
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
も

し

そ
う
す

れ
ば

、

そ

の

「
考

え
違

い
」

は
偶

然
的

な
も

の
に
な

っ
て
し
ま

い
、

す
ぐ

あ

と

で

ソ
ク
ラ

テ

ス
が
提

示
す

る

、
技
術

者

は
知
恵

と
無

知

と
を
所
有

し
て

い
る

(
二

二

E
)、
と

い
う
判

断

の
意
味

も
理

解

し
え

な

い
で

あ
ろ

う
。

そ

し

て
た
と

え
ば

、

そ

の

「
考

え
違

い
」

を

お

こ
さ

な

い
謙
遜

し
た
技
術

者

の
存
在

と

い

っ
た
事

実

問

題

に
も
対

処

で
き

な
く

な

る
で
あ

ろ

う
。

む
し

ろ

こ

こ

で
注

目
す

べ
き

こ
と
は
、
技

術

知

が
そ

の
知

恵
を

所

有

す
る
技

術

者

の

「考

え
違

い
」
を
阻
止

で
き
な

い
、
と

い
う
よ
り
も

、
そ
れ
を
許
容

す

る
知

で
し
か
な
く
、
そ

の
結

果

、
技
術

知

を

所
有

す
る
技
術

者

も

な
ん

の
知

も

所

有

し

て

い
な

い
者

と
同
様

の
状

態

、

つ
ま
り

A

の
状
態

に
な

る
、

と

い
う
点

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
は

、
技
術

者

の
所

有

す

る
技
術

知

に
知

と

し

て
の
な

に
か
致
命

的

な
限
界

の
あ

る
こ
と

を
示

し

て

い
る
。

し

か
し

そ

の
場

合

、

こ

の
限

界

は
、
技
術

知

が
特

定

の
対

象

に

か
か
わ

る
特
定

の
能

力

と
し

て
そ

の
固

有

の
対

象
以

外

の
も

の

に

つ
い
て

は
無

力

で
あ
り

、

そ
れ

ゆ
え
技
術

者

を
全

面
的

に
導

き

え
な

い
と

い
う

こ
と

に
あ

る
、

な
ど

と
速

断

し

て
は
な
ら

な

い
。

と

い
う

の
は
、
ー

或

る
技
術

知

が
他

の
技

術

知

の
領

分

を
侵
害

す

る
こ
と

は
あ
り

え
な

い
以
上

、

そ

の
点

は

こ

の

能

力
論
的
理
解

で
支
障

な

い
と
し

て
も

、
し

か
し

そ

こ

で
は
ま

た

、

ひ
と
が

「
考

え
違

い
」

す

る

こ
と
も

な

い
で
あ

ろ
.ー

「
最

大

の
事
柄
」

に

つ
い

て
こ
う
し

た
理
解

を
適

用

す
れ
ば

、
技

術

知
自

身

に
そ

の

「
考

え
違

い
」

の
責

任

は
な

い

こ
と

に
な
り

、
そ

の
結

果
そ

れ

は
、
最
初

に
排



除

し
た
技
術

者
個

人

の

「
考

え
違

い
」

と

い
う
偶

然

的
事

情

を
引

合

い

に
だ

さ
ざ

る
を

え
な
く

な

る
だ

ろ
う

か
ら

で
あ

る
。

そ

れ

に
し

て
も

、
技

術

知

の
知

と

し

て
の
限

界

を
正

確

に
考
察

す

る

こ
と
は

、

な

に
か
非
常

に
困

難

な

こ
と

の
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

し

た
が

っ
て
、

以
下

の
考
察

で
は

そ

の
た

め

の
問

題

の
概

略

を
示

す

こ
と

で
満
足

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

さ

て
、

そ
の
手
掛

り

と
し

て

さ
し
あ

た
り

つ
ぎ

の
三

点

を
挙

げ

て
お
く

。
ω

、

そ
も

そ
も

『
弁

明
』

で
、
自

他

の
知
恵

の
吟
味

の
遍
歴

を
通

じ

て

一
貫

し

て
問
わ

れ

る
の
は

、
な

に
か
制

限

づ
き

の

「
何

々

の
」

技
術

的

な

、
詩

作

の
、
政

治
上

の

知
恵

で
は
な
く

、

ど

の
場
合

も

同

じ
意

味

で
端
的

に
知

と

い
う

べ
き
も

の
で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
技
術

知
も

、
他

の
知

恵

と
同

じ

こ

の
平

面
上

で
端
的

に
知

と

し

て
吟

味

さ
れ

る
と

い
う

こ
と

、
ω

、

そ

の
平
面

上
で
は
、
技
術

知

は
詩

人

な
ど

の
無

知

と
同
質

で
あ
り

、
技
術

者

が
A
の
状

態

に
な
る
の
を
許

容

す
る
と
い
う
限
界

を

明

く

ら
か

に
さ

れ
る
と

い
う

こ
と

、

そ
し

て
、
岡

、

そ

の
結

果

と

し

て
、
技
術

者

は
知

恵

と
無
知

と

を
所
有

し

て
い
る
、

と

い
う

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
最

終

的

判
断

が
下

さ
れ

る

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
ら

ω
、
ω

、

働

の
手
掛

り

は

一
連

の
も

の

で
あ

る

が
、

こ
の

一
連

の
線
上

に
お

い

て
、
知

と
し

て
技
術

知

は
そ
れ

自
身

の
う
ち

に
自
己

の
限

界

に

た

い
す

る
無

知

を

そ

の
本

質
的

な
可

能

性

と
し

て

い
わ
ば
同
伴

す

る
、

と

い
ラ

こ
と
が
指
摘

さ

れ

る
。

そ

の
際

こ

の
無
知

の
同
伴

は

、
技
術

知

に

は
そ
れ

自
身

の
う

ち

に
自

己

の

「
何

で
あ

る
か
」

を
規

定

し
限
界

づ
け

る
知

が
存

す
る

は
ず

で

あ

る
の

に
、

た
だ

し

そ
れ

は
、
当

然
技
術

知

そ
れ
自

身

と

は
他

な
る

も

の
と

い
わ

ね
ば

な
ら

な

い
が

技

術

知

自

身

が

そ

う

し

た

知

の

役

割

を
占

め
う

る
か

の
よ

う

に
思

い
な
さ

れ

る
、

そ

の

「
考

え
違

い
」

が
避

け
ら
れ

な

い
、

と

い
う
意
味

で
解

さ
れ

う

る

で
あ
ろ

う
。

そ
し

て
さ

ら

に
、

こ

の
不
可

避
性

の
う

ち
に
は

、
技
術

知

そ

れ
自
身

の
う

ち

に
存

す

る

、
技
術

知

と

は
異

な

る
そ

の
知

な
し

に
は

、
技
術

知

は
自

己

の
存
在

の
稀
薄

さ
、
空
虚

さ

に
晒

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
と

い

っ
た

、
技
術

知

の
存

在

に

か
か
わ

る

そ

の
知

の
存

在
ヒ

の
先
行
性

、
必
然
性

が
含

意

さ
れ

て

い
る
、

と
解

さ
れ

う
る

で
あ

ろ
う
。

そ

れ

は
な

に
か
、
技
術

知

に
生

じ

る

「
考

え
違

い
」

と

い
う
事

態
が

そ

の
知

へ
の
切

実
な
希

求

、

渇

望

の

一

つ
の
誤

っ
た
応
答

で
あ

る
と
見

な

す

こ
と
も

で
き

よ
う

、
と

い

っ
た
意
味

で
そ
う

な

の
で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん

、

こ
の
解
釈

は
全

然
根

拠

の
な

い
も

の

で
は

な

い
。

し
か

し

そ

の
場
合

、
そ

れ
は
技
術

知

固
有

の
問

題

と

い
う
制

限

こ
れ

に
固

　

執

す
れ

ば
、
結

局

、
そ

の
存
花

に
か
ん

す

る
問

い
は
行

き
止

ま

る

で
あ

ろ
引

を
越

え

た
も

っ
と
根

本

的

な
か
た

ち

で
の
問

題
設

定

を
要
求

す



る
。
も

の
と
魂

(
こ
こ
ろ
)

と

い
う

か
た

ち

で
の
問

題
設

定

が

そ
れ

で

あ
る

。
そ

の
点

に

つ
い
て

『弁

明
』
で

ソ
ク
ラ

テ
ス
は

つ
ぎ

の
よ
う
に
語

る
。

「
魂

が

で
港

る
だ

け

す
ぐ

れ
た

よ
き
も

の
に
な

る
よ

う

に
極
度

に
気
を

つ
か
う

べ
き

で
あ
り
、

そ

れ
よ
り

も
さ
き

に

、
も

し
く

は
同
程
度

に

で

も

、
身
体

や
も

の

(所

有
物
〉

の

こ
と

に
気
を

か

け

て
は

な
ら

な

い

・…

。
も

の
か
ら

(
魂

の
)

そ

の
も

の
と

し
て

峻

さ

、

ア

レ
テ
ー
が

生

じ

る
の

で
は
な
く

、
(
魂

の
)

ア

レ
テ
ー
か

ら
も

の

や
そ

の
他

の
人

間

の
た

め

に
よ

い
も

の
す

べ
て
が
、
…

…
生

じ

る

の
だ
」

(
三
〇

A
l

B
)。

さ

て
、

こ
の
言
葉

を
含

む

い
わ

ゆ

る

「
魂

の
世
話

」

と

い
う

こ
と
が
語

ら

れ

る

『
弁

明
』

の
該

当
箇

所

を
金
面
的

に
考
察

す

る
こ
と

は

、
こ

の

小

論

の
意
図

を
越

え

る
。

こ
こ

で
は

、
技
術
知

の
対
象

に
な

る
も

の

と

い
う
観
点

か

ら

、
身
体

も
含

め

た

「
も

の
」

(
　

に
か
ん

す
る
考

察

に
と
ど

め

て
お
き

た

い
。

総

じ

て
も

の
が
存
在

す

る
と

い
わ

れ

る
の
ば

、
も

の
が
魂

の
よ
さ

の
ゆ
え

に

「
よ

い
も

の
」

と

し

て
存

在

す

る
と
き

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
も

の

は

、
魂

の
よ
さ
が

、
そ
の
存
在

と

い
う
点

で
も

の
に
関

与

し

「
よ

い
も

の
」
と

す
る
こ
と
か
ら
は
じ

め

て
存

在

す

る
に

い
た

る
の

で
あ

る
。
た
だ

し

こ

の
言

い
方

に
は
若

干

の
注
意

が
必
要

で
あ
る

。
ω

、
も

の
が
魂

の
よ
さ

に
か
か
わ
り
な
く
い
わ
ば
申

立
的

に
そ
れ
自
体

で
存
在

す
る
に

い
た
る

と

い
う

こ
と
は

あ
り

え
な

い
。

な
お
、

も

の
が
或

る
場
合

に

は

「
あ
し

き
も

の
」

に
な

る
と

い
う
問

題

は
、
魂

の
よ
さ

の
質

の
問

題

に
ぞ
く

す

る

こ
と

で

あ

り
、
当

面

の
問

題

と
は
別

の
取

扱

い
を
要

す

る
。
㈲

、
「
よ

い
も

の
」

が
存

在

す
る

と

い
う
場

合

、

そ

の
も

の
の
よ
さ
を

そ

の
有

用

さ
、

一
般

に
も

の
性

に
還
元

す

る
こ
と

は

で
き
な

"
。

そ
れ
は
、
も

の
の
よ
さ
は
そ

の
も
の
が

何

で
あ
れ

ひ

と
.し
く
も

の
の
存

在
性

に
、
も

の

の
有

用

さ
は
も

の

ぎ

ラ

を
種
別

化

す
る
も

の
の
種

性

に
か
か
わ

り

、
両

者

の
あ

い
だ

に
は
存

在
論

的

な
差

異
が

存

す

る
か
ら

で
あ

る
。
し
か
し
他
方

、
鱗
、
「
よ

い
も

の
」

は
た

い
て

い
の
場
合

「
よ

い
ー

有

用

な
も

の
」

と
し

て
存

在

す

る
。

た
と

え
ば

「
よ

い
電

気
掃
除

器

だ

か
ら
買
う

と

い
う
場
合

、
結

論
だ

け

い

え
ば

、

そ

の

「
よ

い
」

に
は
端
的

な

「
よ

い
」

と

「
有
用

な
」

と

い
う

二

つ
の
意
味

が
含

ま

れ

る
が

、
そ
れ

ら
は

そ

こ
で
は
癒
着

し

て
お

り
、
有

用

さ
に
よ

っ
て
種

別
化

さ

れ

た

「
よ

い
も

の
」
、

よ

い
電

気

掃
器

を

形
成

す

る
。

そ

の
か

ぎ
り
、
「
よ

い
も

の
」

は
通
常

「
よ

い
も

の
ど
も
」

と

い

う
種

的

な
複
数

形

に
分

散

し

て
し
ま

う

こ
と

に
な

る
。

こ
の

こ
と

は
も

の

の
よ

さ
が
も

の
自

身

の
う

ち

に
内

在
化

す

る
ー

「
す

で

に
よ

い
も

の

ど
も
」
、
た
と

え
ば

、
健

康

や
金

銭

が
発

生

す
る
ー

こ
と

の

一
つ
の
徴

表

で
あ

る
が

、
ま

た

そ
の
隠
蔽
と

仮

象

の
始

ま
り

で
略

あ
る
ゆ

尭

と
え



ば

、
も

の
は
よ

さ

の
点

で
中

立
的

に

そ
れ
自

体

で
存

在

し
、
よ

し

あ

し
は

ひ
と

が
あ

と

で

つ
け

た
有
用

さ
の
評
価

の
レ

ッ
テ
ル

に
す

ぎ

な

い
、
と

い

っ
た
思

い
な

し
が

そ
う

で
あ

る
。

た
だ

し

こ
の
点

に

つ
い

て
付

言

す

れ
ば

、
「
よ

い
も

の
」

す

べ
て
が

右

の
ご
と
く

で
あ

れ
ば

、
そ

れ
は

つ
ね

に
種

別
化

さ
れ

た

「
よ

い
も

の
ど

も
」

に
な
ら
ざ

る

を

え
ず

、
よ

さ

の
隠
蔽

と
仮

象
も

不
可

避

で
あ

ろ
う

が

、
各

人

の
経

験

す

る
個

別

の
状

況

の

な
か

で
は
、
「
よ

い
も

の
ど

も
」

と

い

っ
て
も

、
そ
れ

ら

は
種

別

化

さ
れ
ず

多

様

多

彩

に
変

幻

し

、
と
同

時

に

「
よ

い
も

の
」

と

し

て
堅

固

こ

の

上

も

な
く
存

在

し
う

る

の
で
あ

り
、

そ

こ
で
は
も

の
の

よ
さ
ば

か

り

で
な
く

、

魂

の
よ
さ

さ

え
閃

き

現

わ
れ

る

の
で
あ
る
。

さ

て
、
も

の
に

つ
い
て
の
以
上

の
考

察

は
知

と
し

て

の
技

術
知

の
成

り
立

つ
根
本

の
姿
を

明
瞭

に
照
射

す

る
と
思

わ

れ
る
。

考
察

さ

れ
た
よ

う

に
、

も

の

の
種
的

存
在

に
は
、

よ

い
ゆ
え

に
有

用

で
あ

る
と

い
う
構
造

の
隠
蔽

に
お

い

て
も

の
の
よ

さ
と
有

用
さ

が
同
居

す

る
と

す
れ
ば

、
も

の

を
対

象

に
す

る
技

術
知

も

そ

れ
に
応

じ

て
そ

れ
自
身

の
う
ち

に
も

の
の
よ

さ
、
魂

の
よ
さ

に
か

か
わ

る
知
と

も

の
の
有

用

さ

の
技
術

知

を
、
前

者

の
知

の
ゆ
え

に
後
者

の
技
術

知
も

可

能

に
な

る

と

い
う
仕

方

で
、
も

た
ね
ば

な
ら

な

い

こ
と

に
な
る
。

し

か
し

そ

の
際

、
技
術

者

が
実
際

に
技

術

知

を
所
有

し

て

い
る
場

合

に

は
、
前

者

の
知
も

必
然

的

に
す

で
に
同
伴

し

て

い
る
は
ず

で
あ
り

、
し

た
が

っ
て
所
有

も

さ
れ

て
い
る

に
ち
が

い
な

い
、
な

ど

と

い
う
思

い
な
し

は
排
除

さ

れ
ね

ば

な
ら
な

い
。

な
ぜ

な
ら

、
も

の
の
よ

さ
が

も

の
と
は
他

な

る
も

の
、
魂

に
よ
る

と
さ
れ

る

か
ぎ
り

、

も

の
と

の
交

渉

に
あ

る
技

術
知

に
は

そ
れ
自

身

か
ら

は
魂

の
よ
さ

へ
か

か
わ

る

こ
と

は

で
き

な

い
と

い
わ

ざ

る
を
え

な

い
か
ら

で
あ

る
。
技
術

知

が
前

者

の
知

を
所
有

す

る
た

め

に
は

、
自
己

と

は
異

な
る
有

り
方

を
す

る
以
外

に
道

は

な

い
が
、

し
か

し

こ
れ

は
技
術

知

の
自
己

否
定

に
ほ
か

な

ら
な

い

で
あ
ろ
う

。

そ
れ

に
し

て
も

、
技
術
知

と

い
う
知

に
さ

き

に
述

べ
た

よ
う

な

「
考

え
違

い
」
、
無

知

の
同

伴

と

い

っ
た
事

態
が
不
可
避

的

に
生

じ
る

の
は

な

ぜ

か
。

そ
れ

は
、

も

の
の
種

的
存

在

に
た

い
す

る
根

本
的

な
批

判

を
保
留

し

て
い
え
ば

技
術
知

と

い
う
も

の
の
種

的
存

在

に
し

か
交
渉

し

え
な

い
知

に
と

っ
て
は
、

そ

の
魂

が
存

在

に
触

れ

る

こ
と
と
し

て
も

の
の
種

的
存
在

に
し
か
触

れ
え
ず

、
し

た
が

っ
て
、
そ
の
魂

が
み
ず

か
ら
の
存

　

　

　

　

　

在

の
実
質

的

な
形
相

を
も

つ
に
し

て
も

、
も

の

の
似
姿

と

し

て
か

た

ち
つ

く
ら

れ
る
形

相

し
か
も

ち

え

な

い
か

ら

で
あ

る
。

そ
し

て
そ

の
結

果

、

　

　

　

　

　

技
術

知

が
可
能

に
す

る
も

の
の
似
姿

と

し

て

の
魂

の
形

相

が

そ
れ
自

身

に

と

っ
て
は
唯

一
の
現
実

で
あ

り
、
ま

た
そ

の
あ
り
方

を
真

証

す
る
も

の



の
存
在

も

存
在

そ
れ
自

身

の
根

源
的

な
姿

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し
ま

い
、
そ

こ

で
は
そ

の
成

り
立

ち

の
は
じ

め
か

ら
魂

と
存
在

の
隠

蔽

と
仮
象

が
生

じ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

し

て

み
れ
ば

、
た

と
え
ば

「
考

え
違

い
」

を

お
こ
さ

な

い
謙

遜

し

た
技

術
者

に
も

こ
の

「考

え
違

い
」

の
不

可
避

で
あ

る
こ
と

は
明
ら

か

で
あ

る
。

か
れ

が

「考

え
違

い
」

を

し
な

い
の

は
、
技
術

者

で
あ
る

こ
と
以

外

に
す

で

に
何
者

か

で
あ
り

、
技

術
知

以
外

の
な
ん

ら
か

の
知
恵

を

わ
が
も

の
と
し

て
い
る

か
ら

で
あ

る
。
技

術

知

の
所
有

は

〈
人
間

〉

で
あ

る
た

め
に

は
余

計

な

こ
と

で
あ
り

、
避

け

ω

る

べ
き

も

の
な

の
で
あ

る
。

以

上

技

術

知

の
吟

味

か
ら

、
「
人

間

な

み

の
知

恵
」

で
あ

り
う

る
も

の
は

「
不
知

の
知
」

以

外

に
な

い
こ
と
が
確
認

さ
れ

る
。

技
術

知

以
外

の

第

三
の
知

恵

が
考

え
ら

れ

て
も
、
事

情

は
変

ら
な

い
。

そ

れ
が
知

と
し

て
吟

味

さ
れ

る

か
ぎ

り
、
「
不

知

の
知
」

と
同

質

で
あ
る

か
、
知

恵

と
無

知

と
を
所
有

し

て

い
る
か

い
ず

れ
か

で
あ

り

、
そ

し

て

つ
ま

り

は
、
人

間

の
知

恵

と
し

て

は
B
か

A

か

の
い
ず

れ

か
し

か
な

い
か
ら

で
あ

る
。

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
弁

明

は
、
そ

れ
が

「
不

知

の
知

」

か

ら
語

ら
れ

る

か
ぎ

り
真

実

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら

、
「
善

美

な

る

こ
と
」

の
不

知

と
限

定

さ
れ

る
人
間

の
知

恵

が
各

自

の
不

知

の
自
覚

に
お

い

て
わ
が

も

の
と

さ
れ

る

と
き
、

そ

れ
と
根

源
的

に
内

的

に
連

関

し

て
神

の
言
葉

が
受
容

さ

れ

、
人
間

の
知

恵

に
お

い
て

「
真
実

が
存

在

す

る
」

に

い
た

る
か

ち

で
あ

る
。
ま

た

、
そ

の
弁

明
は
人

び
と

に
も

共
有

可
能

な
真

実

で
あ

る
。
な

ぜ
な

ら
、
「
不

知

の
知
」

に

お

い
て
露

呈

さ
れ

る
人

間

の
知

恵

の
あ

り
方

は

い
ず

れ

で
あ

れ
自

他
す

べ
て

の
ひ
と

に
妥

当
し

て
い
る

か
ら

で
あ

る
。

し
か

し

こ
の
共
有

可
能

性

は
ド

ク
サ

(
評
判
)

の
支

配

す

る
日
常

的
公

共
性

の
そ
れ

と

は
異
質

で
あ
る

と

い
わ

ね
ば

な
ら
な

い
。

そ
れ

が
ど

う

い

う

こ
と
か

、

つ
ぎ

に
考

察

し

て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

四

前

節

で
考
察

し

た

「
不

知

の
知

」

は

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
の

「
行

い

」
の
何

で
あ

る
か
を
定

め
る
も

の
と
し

て
語
り

だ
さ

れ
た
知

で
あ
る
が

、

そ
れ



が
知

で
あ
る
と

す
れ

ば
当
然

他

の
人

び
と

に
も

共
有

可
能

な

は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
自
他

の
知

恵

の
吟
味

の
た
め

の
問

答

の
場

で
な

さ
れ

る

ソ
ク
ラ

テ

ス
の

「
不
知

の
知
」

の
共
有

の
要

求

は

、
そ

の
無
知

を
指

摘

し

た
当

の
相
手

か
ら
拒
絶

さ
れ

る
ば

か
り
か

、
逆

に

「
憎

し

み
」

を
招

き

、

「
中
傷
」

の
原
因

と

な
る
。

し

か
も

そ
う

し
た

こ

と
は
誰

の
場

合

で
も
繰

り
返

さ
れ

、
ま

た

そ
の
場

に
居
合

わ

せ

て
い
た
人

び

と

に
も

同
様

の
反

応

が
生

じ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
事

態

に
た

い
し

て
当

面
問

題

に
な

る

こ
と

は

、
知

恵

を
吟
味

さ
れ
無
知

を
指
摘

さ
れ

た
人

び
と

が
そ

う
し

た
拒

絶

、

憎

し
み
、

中
傷

の
拠

り
所

を
ど

こ

に
も

つ
か
、

さ
ら

に
は
、

た

と
え

そ
れ

が

ド
ク

サ

(
仮

象
)

に
す

ぎ

な

い
こ
と
を
露

わ

に
さ

れ

て
も

、
依

然

と

し

て
そ

の
ド

ク
サ

(評

判

、
思

い
な

し
)

に
固
執

し
続

け

る
そ

の
拠

り
所

を
ど

の
よ

う

に
も

つ
齢

、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
点

に

つ
い
て

ソ

ク

ラ

テ

ス
の

つ
ぎ

の
言

葉

が
注

目

さ
れ

る
。

「
そ

こ

で
彼

ら
は

、
名
誉

心

が
強

い
か
ら

、
は

げ

し

い
勢

い
で
、
多

数

で
も

っ
て
組
織

だ

っ
て
説

得

的

に
わ
た

し

に

つ
い
て
語
り

、
昔

か
ら
長

い
間

か

け

て
猛

烈
な
中

傷

で
諸
君

の
.耳
を

一
杯

に
し

て
し
ま

っ
た

の
だ

、
と
思

う
」

(
二
三

E
)。

こ

の
言

葉

は
、

一
節

で
考
察

し

た
、

一
八

A
l

二

〇
C

の
箇

所

の
弁

明

内
容

に
た

い
し

て
そ

の
原
因

論

の

一
部

を
成
す
も

の
と
意

義

づ
け

る

こ

と

が

で
き
る
。

そ
れ

は

、
日
常

的
公

共
性

と

い
う
人

び
と

の
慣

れ
親

し
ん

で

い
る
言

葉

に
よ
る
共

同

の
場
所

が

ド
ク

サ
に
支

配

さ

れ

て
し
ま
う
有

様

を
如
実

に
語

り
だ

し

た
も

の
と

い
う
意
味

に
お

い
て

で
あ
る

。

そ

こ
に
は

ド

ク
サ
を

つ
く

り
だ

し
流

布

さ

せ
る
者

と
受

け

い
れ

る
者

が

い
る
が

、

日
常

的
公

共
性

の
な
か

で
そ

の
仕

事

が
人

び

と

に
承
認

さ

れ

る

こ
と
を
目

ざ

し

つ
つ
そ

こ
に
帰
属

す

る
、

つ
ま
り

そ
れ

を
拠

り
所

と
す

る
点

で
は

、

い
ず
れ
も

同
類

で
あ

る
。
そ

し

て
、

こ
の
点

に
も

と

つ

い

て
当

面

の
問
題

の
前
者

の
動
静

に
注

目
す

れ
ば

、
か
れ

ら

は
と
く

に

ド
ク

サ
を

つ
く

り

流

布

さ
せ

る
こ
と

こ

の
役

割

は
と

く

に
詩

人

と
政

治
家

に
お

い
て
顕

著

で
あ

る

に
よ

っ
て
そ
う

す

る
の
だ

、
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

か

れ
ら

に

と

っ
て
そ
う

す

る
の
が

ぞ

の
仕

事

の
意
味

で
あ

る
と

す

れ
ば

、
仮

象

に
す

ぎ
な

い
と
指

摘

さ
れ

て
も

そ
れ

に
固
執

す

る
し

か
な

い
わ

け

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
う

し
た

日
常
的

公
共

性

の
な
か

の
人

び
と

の
動
静

が
そ

の
根
源

か

ら
露

わ

に
さ
れ

る

の
は
、

日
常
的

公
共

性

に
た

い
し

て
自

他

　

　

く

の
知

恵

の
す

べ
て
を
露

わ

に

し
う

る

「
不
知

の
知
」

が

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
に
よ

っ
て
、
問

答

と

い
う
言
語

行
為

(行

い
)
と

し

て
投

企

さ
れ

る
か

ぎ



り

で
あ
る
点

を
見
落

し

て
は

な
ら

な

い
。

し
か
も

そ

れ

に
は
、
人

び
と

が
知

に
か
ん

し

て

A
の
状

態

で
あ
る

こ
と
も

明

ら
か

に
な

る
と

い
う
意

味

が
含

ま
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

と
す
れ

ば

、
右

の
ド

ク

サ
の
原
因
論

は

、
日
常

的
公

共

性

の
な
か

の
人

び
と

の
動
静

で
あ

る
に
と

ど
ま

ら
ず

、
そ

の

　

の
動
静

を
否

定
的

な
意

味

で
露
わ

に
す

る

コ
不
知

の
知

」
白
身

に
固

有

な
投
企

の
問

題

と
し

て
、

し
か
も

「
不
知

の
・知
し

が

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
行

い

の

　

の
意

味
を
定

め

る
も

の

で
あ
る

か
ぎ

り
、

目
常
的

公
共

性

の
な

か

で
貫
徹

さ
れ

る

ソ
ク
ラ

テ

ス
自

身

の
行

い
の
問
題

と

し

て
全
面
的

に
捉
え
直

さ

ね
ば

な
ら

な
く

な

る
わ
け

で
あ

る
。

そ

の
場

合
考

察

の
手

が
か

り
と

し

て
注

閣
す

べ
き

こ
と
は

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
が

暇
常

的
公

共
性

を

い
か

に
捉

え

て
い
る

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

日
常

的

公
共

性

に

つ
い

て
は

す

で
に

一
節

で

『弁

明

』

一
八

A
i

二
〇

C

の
解

釈
を

通

じ

て
、
そ

の
不
定

性

と

ド
ク
サ
支

配

の
不
酎
避

性

が
指
摘

さ
れ

た
が

、
そ

れ
は

「
不
知

の
知
一

に
あ
る

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
観

点

か
ら

で
は

な
く

、
す

で

に
ド
ク

サ

に
支

配

さ

礼
た
日
常

的
公

共
性

の
な
か

の
人

び
と

の
観
点

か

ら
見

ら
れ

た
も

の
に
す

ぎ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

『
弁

明
』

↓
一
三

C
ー

.
一
四

A

で
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
は
ド

ク
サ

の
原

因

論

を

「
不

知

の

知
」

の
投

企

の

問

題

と

し

て
語

る

こ

と

に

よ

っ
て

日
常

的
公

共
性

の
自

明
化

し

た
公
共

性

に

メ

ス
を

入
れ

る
。

は

じ
め

に

、
そ

れ

に
た

い
す

る
ド

ク
サ
支

配

の
不
可
避

性

が
否
定

さ
れ

る
。

ド

ク
サ

の
支

配

が
生

じ

る
の
は

、
そ
れ

が
知

で
あ

る
か
ら

で

は
な
く

、
人

び

と
が

A

と

い
う
無
知

の
状
態

に
固
執

す

る
か
ら

で
あ

る
と
す

れ
ば

、
す
く

な
く

と

も

ド

ク
サ

が
そ

の
公

共
性

の
根

拠

に
な

り
え

な

い

こ
と
は

明
ら

か

で
あ

る
。

し

か
し

つ
ぎ

に
、

日
常
的

公
共
性

に
受

容

さ
れ

た
ド

ク
サ

を
取
除

く

こ
と

の
困
難

さ
が
指

摘

さ
れ

る
。

「
わ

た
し

が
諸

翼

か

ら

こ

の
よ
う

に
大

き

く

な

っ
て
し
ま

っ
た

こ

の
中

傷

を

、

こ

の
わ
ず

か

の
時

間

で
、
取
除

く

こ
と
が

で
き

た
と

し
た
ら

・
わ

た

し
は
不

思
議

態

う

だ

ろ
う
」

三

四

A
)。
こ
の
こ
と
は
日
鵜

的

公
共
性

の
或

る
蟹

の
両

義
悸

1

す
な
わ
ち

一
方

で
、

ド
ク

サ
の
支
配

に
さ
き

だ

ち
す

で

に
そ
れ
自

身

と

し

て
公
共

的

で
あ

り
、
む

し

ろ

ド
ク

サ
の
方

が
そ

れ

に
依

拠

し

て
存

立
す

る
と

い
う

事
態

、
他
方

で
、
そ

れ
自
身

の
う
ち

に
そ

の
公
共

性

を
基

礎

づ

け
る
知

が
不

在

で
あ

り

、
無
知

な

る
ド

ク
サ

の
支

配
を

受
容

し

て
し
ま

う

と

い
う

事

態
1
…

に
た
い
す
る

「
不
簿

の
知
」
の
投
企

そ
れ
自
身

の
優

跡

の
意
識

の
表

明

で
あ
る
。
な
お
後

に
デ

ブ
寒
ル
メ
さ
れ
た

「
半

神

ア
キ

レ
ウ

ス
の
話
」

(
二
八

B
-

D
)、

「
虻

の
比
喩

」

(
三

〇

E
ー

三

一
A
)

が
語

ら

れ

る
が
、

そ

れ
ら

は

こ
の
位
置

意
識

の
位

置
を

示
す
徴

表

に
な

る

で
あ
ろ
う

。

さ

て
と
す
れ
ば

、

「
不
知

の
知

」
の
投

企

は
臼
常

的
公

共
性

に
た
い
し

て
な

に
か

超
越
的

な

地
点

か
ら

で
な
く

、
む

し

ろ
そ

れ
と

な
ん
ら

か

の
内



㈹

的
な

関
係

に
あ
り

、

い
わ

ば
内
在

的

に
遂

行

さ
れ

る
と
捉

え
ら

れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
こ

の
こ
と

は

つ
ぎ

の
こ
と
を

予
想

さ

せ

る
。

　

　

す

な
わ

ち
、

「
不
知

の
知
」
の
投
企

1ー

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
行

い
が

日
常

的
公

共
性

に
お

い
て
内
在

的

に
遂
行

さ

れ

る
と
き

、
そ

れ
は

そ

の
本

来

の
機
能

　

　

　

を
保

ち

、
日
常

的
公
共

性

の
意
味

を
変

質

さ

せ
、

そ

の
根

源
的

意
味

の
回
復

の
道

、

つ
ま

り
、

そ
れ
自

体

に
お

い
て

一
な

る
形
相

を
も

つ
国

家
公

　

　

共
体

(ポ

リ

ス
)

が

(
イ
デ

ア
と
し

て
)

現
前

す

る
道
を

拓
く

で
あ

ろ
う

、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

　

　

さ

て
、

こ
の
手

が

か
り

か
ら

日
常
的

公

共
性

に
た

い
す
る

「
不
知

の
知
」

の
投

企
1ー

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
行

い

の
意

味

が
或

る

一
つ
の
姿

を
も

っ
て

浮

か
び
上

る
。

そ
れ

は
、
国

家
公

共
体

が

ソ
ク

ラ
テ

ス
を
含

め
た
人

び
と

の
生
き

て
い
く
真

の
拠

り
所

と

し

て
現
前
す

る

よ
う

に
、

ド
ク

サ

の
支

配
す

る

日
常
的

公
共
性

に
埋
没

し

て

い
る
状

態

か
ら

の
態
度

変
更

を
自

他

の
す

べ
て
に
迫

る
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

そ

の
際

、
と
り

わ

け
問
題

と
な

る

こ
と
は

、
人
間

と

し

て

「
最
大

の
事

柄
」

「善

美

な
る

こ
と
」

と
見

な

さ
れ

よ
う
ー

の
不
知

に
あ

る
な

か

で
、
各
自

が
自

己

の
存

　

　

在

に
お

い

て
そ

れ
を

い
か

に
自

覚

す

る
か

、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

に
応

じ

て
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
行

い

の
実
質

は
、
自

他

の
知

恵

を
吟

味
す

る

こ
と
と

し

て
各

自

に
た

い
し

て

「不

知

の
知
」

の
共
有

の
要
求

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の
要

求

の
重

み
が
ど

れ

ほ
ど

の
も

の
か
、

…

…
以
上

の
考
察

は
蚊

子

が
石
頭

を

か
じ

る

ご
と
き

で
あ

る
と
感

じ
ざ

る
を

え
な

い
の

で
あ

る
。

註

　

　

　

　

　

ω

三
〇
C
以
下
の
弁
明
、
有
罪
判
決
後

の
申

し
立

て
、
死
刑
票
決
後

の
発
言

に

つ
い
て
は
、
真
実
を
語

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉

の
奥
行
を
窺

う
う
え

で
、

き
わ

め
て
重
要

で
あ

る
が
、

『弁

明
』

の
骨
格
は
や
は
り
こ
れ
ら

二
つ
の
事
柄

が
構
成
し

て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。

②

こ
の
言
葉

は
二
九

E
で
登
場
す
る
。
ド
ク
サ
と

い
う
言
葉

の
拡

が
り
が
考
慮
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
。

ア
キ

レ
ウ

ス
の
例

(
二
八
C
D
)

に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
ド
ク
サ
の
追
求
は
恥

の
観
念

と
結
合

し
て
人
間
に
固
有

の
志
向
と

し
て
伝
統
的

に
は

そ
れ
自
体

で
評
価

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

ソ

ク
ラ
テ
ス
が
そ
れ
に
言
及
す

る
場
合

に
は
、
原
典

に
忠
実

で
な
く
、

い
わ
ば
真
実

の
あ
る
評
判
と
し
て
意
識
的
に
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ

て
い
る
。
換
言

す
れ

ば
、
「真
実

の
な

い
評
判

は
空
虚

で
あ
る
」
。
し
か
し
こ
の
箇
所

で
は
評
判

と
真
実

(
ア
レ
ー
テ
ィ
ア
)

は
決
定
的
に
対
立
す
る
も

の
と
し
て
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
　

さ
ち

に
　

`

参
照
、
　
　

　
も
参
照
。



㈹

一
九
C
、

一
九
E
参
照
。

㈲

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
　

の
用
語
法
も
参
考

に
し
た
。
　

及

び

鈴
。。
謬

参
照
。
以
下
の
四
章
も
参
照

。

　
参
照
。

　
参
照

。

7ー

ハ
イ
デ
ガ

ー
の
用
語
　

の
辻
柑
公

一
訳

を
使
用
し
た
。
　

参
照
。

鋤

こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
神
は
嘘
を

つ
か
な
い
、
そ
れ
は
神

に
は
あ
る
ま
じ
き

こ
と
だ

か
ら
だ
、
と

い
う
言
葉
が
真
実
性
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
一
二

B
参
照
。

働

松
永
雄

二

「
知
と
不
知
」
と
を
め
ぐ
る
問
題
!
…
プ

ラ
ト
ン
の
初
期
対
話

篇

に
則
し
て
⊥

(
九
大

哲
学

会
、
哲
学
論
文
集
第
十

一
輯
所
収
〉
二
頁

の
言
葉

を
参
照

さ
れ
た
い
。

a①

こ
う
し
た
観
点
が
考

え
ら
れ

て
も
、
そ
れ
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身

の
も

の
で
は
な
く
て
、
外
か
ら
外
面
的

に
見
ら
れ
た
も

の
に
す
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
。
三

三
B
参
照

㎝

前
掲

の
松
永
論
文
、
八
頁
ー
ー

一
〇
頁
参
照
。

㎝

前
掲

の
松
永
論
文

で
は
基
本
的

に
留
保

さ
れ

て
い
る
事
柄

で
あ
る
。
岡
論
文
七
頁
…
八
頁

の
言
葉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

a3
田
中

美
知
太
郎
訳

で
は
魂

の
ア
レ
テ
ー
の
存
在
論
的
解
釈

の
道
が
閉
さ
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
、
採
ら
な
か

っ
た
。
『プ
ラ
ト
ン

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

辮
明
」
』
岩
波
ギ
リ

シ
ア

・
ラ

テ
ン
原
典
叢
書

八
九
ー
九
〇
頁
参
照
。

aの

さ
き
に
引
用
し
た
三
八
A
の
言
葉
を
思

い
合
わ
せ
て
ほ
し

い
。
技
術
知
の
評
価

に
つ
い
て
は
別
の
観
点

の
導
入
が
必
要

で
あ
る
。
蝋困
家
』
三
六
九
B
ー

三
七
四
D
、
田
中

美
知
太
郎

「全
集
」
第

一
巻

二
六
九
頁
…
三

二
一二
頁
参
照
。

㈲

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身

の
有

り
方

に
注
目

す
れ
ば
、

こ
の
場
面
は

「持
場
」

(タ
ク
シ
ス
)
を
め
ぐ
る
問
題

と
し

て
展
閣

さ
れ
よ
う
。

二
八
D
i

二
九

A
参
照
。

㈹

『
ク
リ
ト
ン
』

の
な
か
の
ポ
リ

ス
に
た
い
す
る

ソ
ク
ラ
テ

ス
の
態
度

か
ら
と
り
あ
え
ず
注

霞
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
ク
リ
ト
ン
』

五
〇
C

ー

五
三
A
参
照
。
な
お
、
そ
の
点

に
つ
い
て
、
　

は
、
考
察
の

一
つ

の
手
が
か
り
を
あ
た
え
て
く
れ
る
か
も

し
れ
な

い
。

(福
岡
大
学
人
文
学
部
講
師

・
昭
和
五
十
薙
本
学
大

学
院
博
士
課
程
修
了

・
哲
学
〉
・
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