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「
徳

は
知

で
あ
る
」

と

い
う

命
題

は
プ

ラ
ト

ン
に
と

っ
て
何

で
あ

っ
た

の
か
。

そ

れ
は

、
師

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
哲

学
を

伝

え
る
も

の
な

の
か

、
そ

の

れ

と
も
プ

ラ
ト

ン
哲

学

の

い
わ
ば

原

点

で
あ

っ
た

の
か

。
プ

ラ

ト

ン
の

対

話

篇

で
右

の
命

題

を

導

く

コ

ン
テ
キ

ス
ト
は

様

々

で
あ

へ

よ

っ
て

そ
れ

の

一
様

な
解

釈

は
許

さ
れ

な

い
よ
う

に
見

え

る
。
例

え

ば
プ

ラ
ト

ン
の
初

期

の
作

品

と
見
倣

さ

れ
う

る

『。フ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

に
お

い

て
も

、

ふ

こ
の
命

題

の
論
証

が
意

図

さ
れ

た
。

が

、
そ

の
論

証

で
用

い
ら
れ

た

一
つ
の
前

提

は

、
他

の
対
話

篇
ば

お

け
る

ソ
ク

ラ

テ

ス

・
プ

ラ
ト

ン
の
、
善

と
快

と

を
分
離

す

る
立

場

と
整
合

し
な

い
。
『
プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
に
お

け
る

ソ
ク
ラ

テ

ス
は

、
善

と
快

と
を
同

一
視

す

る

(
こ
れ

を
快

楽

説
と
呼

ぶ
)

立
場

に
あ

っ
た
か

ら

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て

「
徳

は
知

で
あ

る
」

と

い
う

命

題
が

も

つ
意
味

の

『
。フ
ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』

に
お

け
る
探

求

は

、
そ

の
対

話
篇

の
快

楽
説

の
処
遇

を

め
ぐ

っ
て
、

そ
れ

の
ク

ロ
ノ

ロ
ジ
ー

の
問

題

を
も
含

め

て
様

々

な
論
議

を
研

究
者

の
間

に
呼

び
起

し

た
。

ソ

ク

ラ

テ

ス
と

、
プ

ラ
ト

ン
の

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

に
お

け

る
快

楽

説

野

村

邦

彦

は

じ

め

に



1

『プ
ロ

タ
ゴ

ラ

ス
』

は

ソ

フ
ィ

ス
ト

の
身

分

の
確

定

を
第

一
義

と
す

る
。

も

し

ソ
フ

ィ
ス
ト

の
術

と

は

園
政
ヒ

の

よ

き

計

ら

い

に

関

す

る
術

ヨ

ど
ヨ

(
政
治

術
　

)
で

あ
り
、

よ
き

市
民

を
作

る

こ
と

で
あ

っ
た
ど

す

る

な
ら

ば
、

こ

の

ソ

フ
ィ
ス
ト

の
術

は
術

と
し

て
可
能

か

ど

ア

し

テ

　

う
か

が
問

わ
れ

て
い
た
。

つ
ま
り

こ
の
対
話

篇

は
、
市

民

(
　
人

間

)
と

し

て

の
卓

越
性

を
表

わ

す
徳

性
が

ひ
と

か
ら

ひ

と

へ
伝

え

ら

れ
う

る

の

の

か
と

い
う

仕
瓦

で

こ
の
問

を
問

う

の

で
あ

る
。

そ
れ

で
は

、
徳
性

が

何

で
あ

っ
た

な
ら
ば

、

そ
れ

は
教
授

さ

れ
う

る

の

で
あ
ろ

う

か
。

　

も

し

ひ
と

は
知

し
か
教

授

で
き
ず
駆

徳
性

が
何

ら

か

の
矩

で
あ

る

こ
と
が
或

仕
方

で
明
ら

か

に
な

る
な
ら

ば
、

徳
性

は
教

授

さ
れ

る

と

い
え
よ

㈲

う
。

が

、

こ
の
対
話

篇

の
重

要

な
登
場

人
物

た
る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
自
ら

徳

の
教

師

と
主
張

し

つ
つ
、
徳

を

め
ぐ
る

ひ
と

の
有

様

に

つ
い

て
そ

の

整
張

と
両

立

し
な

い
或

事
実

を
指

摘

す
る

。

な
ぜ

な
ら
彼

は

、
「
世

に

は
並

は
ず

れ

て
不

圧

、
不
敬

慶

、
放

堵

、
無

知

な
人
間

で
あ

り
な

が
ら

、
た

の

だ
勇

気
だ

け

は

と
く

に
衆

を

ぬ
き
ん

で

て

い
る
よ
う

な
者

が

た
く

さ
ん

い
急

と

い
う

事
実

を
語

る
か
ら

で
あ

る
。

か
く

し

て
こ
の
対

話
篇

の
末

尾

で

、
彼

は

「
さ

っ
き

は
徳

が

教

え
ら

れ
う

る
も

の
だ

と
決

め

て
か
か

っ
て

い
た

の
に

、
今

で
は
反
対

に
、

そ
れ

が
何

で
も

い
い
か
ら

、

と

に
か

麟

く

知
識

以
外

の
も

の
で
あ

る

こ
と

が
明
ら

か

に
な

れ
ば

よ

い
と
、
懸

命

に
な

っ
て
い
る
」

と
皮

肉

ら
れ

る

こ
と
に

な

っ
た
。

『プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

の
快
楽

説

は
、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
挙
げ

た

こ

の
事
実

…
・つ
ま
り

、
正
義

、
敬
慶

、
思
慮

に
「つ
い
て
は

そ
れ

ら
が

知

で
あ

る

こ
と

を
、
即

ち
徳

の

一
性

を
認

め

る

に
し

て
も

、
勇
気

あ

る
者
が
知

恵

あ

る
者

で
も

あ

る

こ
と
を
認

め
な

い
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
立
場

1

を
論

駁
す

る
た

め

に
呈
示

さ

れ
た
。

因

っ
て
快

楽

説

は
、
対

話
篇

全
体

に
亘

っ
た
話

題

で
は

な
か

っ
た

の

で
あ

る
。

つ
ま
り

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
、
右

の
事

実

を

否

定

す

べ
く
戴

知
ど
郷

薪

と

の
同

一
を

論
証

し
よ

う
と

し
た

議
論

(
　

)

の

い
わ
ば
前

提

の

一
つ
と

し

て
、
快
楽

説

を
持

ち
出

す

の

で
あ

る
。

そ
れ

で
は
、

こ
の
快

楽
説

は

ソ
ク

ラ

テ

ス

・
プ

ラ

ト

ン
の
真

な
る

見
解

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

勇

気

と
知
恵

と

の
同

一
を

論
証

し

よ
う

と
し

た
議
論

は

、

二

つ
の
部
分

か
ら

成

る
。

そ

の
議
論

の
登
場

人
物

の
表

面

」

の
立
場

に
則

し

て
い
え

ば

、

一
つ
は

ソ
ク

ラ

テ

ス
と
プ

環
タ
ゴ

ラ

ス
と

の
闘

の
見

解

の

相

違

が
明

白

な

部

分

(
　

)

で
あ
り

、
他

方

は

些

か
.不

明

な
部

分



　
)

で
あ

る
。
先
ず

、
第

一
の
議
論

は
專

門

知
と

の
類

推

に
基

づ

い
て
論
証

す

る
。

即
ち

、
「
勇

気

の

あ
る
者

は
も

の
を

恐
が

ら

な

テ
ク
ネ
ミ

い
者

(
　

)
で
あ

る
。
各

々

の
も

の
に
お

い
て
も

の
を
恐

が
ら

な

い
者

は
知
を

も

つ
者

で

あ
る
。
故

に
、
勇

気

の
あ

る
者

は
知

を
も

つ
者

　

や

で
あ
る
」

と

概
略

さ
れ

よ
う
。

が

、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は

「
も

の
を

恐
が

ら
な

い
者

が
悉

く

、
勇

気

の
あ
る
者

で
は
な

い
「

と

い
う
理
由

で
、
勇

気

と
知

恵

と

の
同

一
を
否

定
す

る
。

そ
れ

で
は

、
第

二

の
議
論

は
直

ち

に
そ

の
否

定

に

つ
い
て

の
反

論
を

彼

に
加

え
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

反

論

は
す

ぐ

に
は
始
ま

ら

な

い
。

そ

の
議
論

は

二
段
構

え

の
構

造

に
な

っ
て

い
る

と
思
わ

れ

る
。

つ
ま

り
そ

の
議

論

の
大

半

を

占

め

る

部

分

ホ
イ
ポ

ロ
イ

(
　

)
の
目
的

は

、
快

と
善

と
を

め
ぐ

る

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
想
定

し

た

「
世
人
」

の
姿

勢

を

ソ
ク

ラ

テ

ス
と
プ
ロ

タ
ゴ

ラ

ス
が

と
も

に
診

　
あ
り

・
そ

の
た

め
の
方
法
が

「
知

が

人
間

を
議

す

る
」

(
こ
れ
を

A
テ
ー
ゼ
と

呼

ぶ
)
を
否
定
し

た
「
世
人
」

の

矯

見
解

が
も

つ
　

の
分

析

で
あ

っ
た
。
そ

の
分
析

を
全

う

す

る
た

め
に
、
快

楽

と
善

と

の
同

一
が
前

提
さ

れ
た

の

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ

⑬

の
分

析
が

、
勇

気
と

知
恵

と

の
関
わ

り

に

つ
い

て
の
考
察

に
貢

献

す

る
と
語

ら
れ

て

い
る
。

だ
か

ら
第

二
の
議
論

の
目
的

は
、

実

は
勇

気

と
知
恵

と

の
関
わ

り
を

明
ら

か

に
す

る

こ
と

に
あ

っ
て
、
快

と
善

を

め
ぐ

る

「
世

人
」

の
姿

勢

を
質

す
と

い
う
目
的

は
実

は

そ

の
た
め

の
手
段

な

の

で
あ

る
。

か
く

し

て
、
第

二

の
議
論

の
も

つ
構

造
上

の
複

雑

さ
は

、
そ

の
議
論

に

つ
い
て
解

釈
上

の
食

い
違

い
を

生
む

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

の
複

雑

さ

は
、

そ
の
議

論

の
登
場

人
物

(プ
ロ

タ
ゴ

ラ

ス
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
、

「世

人
し
、

の
各

々
)

の
立
場

、
特

に

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
見
解

、

が

明
臼

で
な

い

こ
と

に
・田
来
す

る
。

そ

し

て
第

二
の
議
論

に

つ
い
て
解

釈
上

の
食

い
違

い
を

生
む

も

の
は

、

A

テ
ー
ゼ

を
否

定

し

た

「
世

人
」

の
立

場

を
論

駁
す

る
た

め

の
鍵

に
な

っ
て

い
る

「快

ー

善
」

と

い
う
快

楽

説

で
あ

っ
た
。

な
ぜ

な
ら

ば
も

し
快

楽

説
が

ソ
ク
ラ

テ

ス

・
プ

ラ
ト

ン

の
真

紛

な

る
見

解

で
あ

る
と
理

解

さ
れ

る
な
ら

ば

、
他

の
対

話
篇

に
お

け

る
彼

ら

の
姿

勢

と
そ

の
理
解

は
整

合

し
な

料
が
ら

で
あ

る
、
プ

ラ

ト

ン
の
思

索

に
変

更

が
あ

っ
た

と
見
徹

さ
な

い
限

り
。
因

っ
て
大

別
す

る

に
、

こ
の
快

楽
説

を

め
ぐ

っ
て
左

の
二

つ
の
解

釈
が

生
ま

れ

た
。

一
つ
は
、

こ
れ

は

諭

ソ
ク

ラ
テ

ス

(プ

ラ
ト

ン
)

の
真

な

る
見
解

で
あ

る

と
主
張

す

る
グ

ロ
ー

ト
以

来

の
態

魔

で
あ
り

、
他
方

は

、
そ

の
主
張

を
否

定

す

る
態

度

で
あ

る
o小

論

は
、

『プ
ロ

タ
ゴ

ラ

ス
」

の
快

楽
説

は

ソ
ク

ラ

テ

ス

・
プ

ラ
ト

ン
の
も

の

で
は
な

く

、
彼

ら

の
戦
略

に
す

ぎ
な

い
と

い
う

(
い
わ
ば

後
者

の
)



㈲

立
場

に
与

す

る
。
そ

れ

は
、
も

し

『
ソ
ク

ラ
テ

ス
の
弁

明
』

以
来

の
。プ
ラ

ト

ン
の
思
索

に
変

更

が
な

く

、
か

の

『
ク

リ
ト

ン
』

の

「
大

切
な

の
は
、

㈲

た
だ

生
き

る

の

で
は

な
く

、
よ

く
生

き

る

こ
と
だ
」

と

い
う

思
索

が
、

ひ

と

の
生

は
吟

味

の
歴
史

に
他

な
ら
な

い
こ
と

を
暗
示

す

る
と

見
倣

し

う

る
な

ら
ば

、
第

二

の
議
論

は
そ

の
思

索

と
両
立

し

な

い
立

論

で
始

ま

る
か
ら

で
あ

る
。

以
下

、
第

二
の
議

論
を
追

求

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
小

論

の

立
場

を
確

か

め
て

い
く

こ
と

に
し
よ

う
。

2

今
述

べ
た
立

論

の
始

ま

り

は

こ
う

で
あ

る
。

そ

し

て
そ
れ

は
よ

き
生

に

つ
い
て
或
解

釈

を
呈
示

し

た
。

ソ
ク
ラ
テ

ス

ω

ぼ
く

は
言

っ
た

、

「
と

こ
ろ

で
、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
、
あ
な

た
は

、
人

々
の
或
者

ど
も

は

よ
く

生
き

、
或
者

ど

も

は
悪

し
く
生

き

る
①

と
言

い
ま

す

か
」
。
彼

は
肯
定

し

た
。

「
で
は
、
悩

み
と
苦

し

み
の
う

ち

に
生
を

送

る
と
き

、
人

は
よ
き

生

を
送

る
⑪

と
思

わ
れ

ま
す

か
㌔

彼

は
.否

定

し
た
。

「
で
は
ど
う

で
す

か
、
も

し

或
人

が
快

く
生

き
終

え

た
な
ら

ば

、
彼

は
よ

く
生

き
た

㎝

と
思
わ

れ
ま

せ
ん
か
」
。

「確

か
に

そ
う
思

う
」

と
彼

は

言

っ
た

。
「
し

て

み
る
と

、
快

く
生

き

る
こ
と

は
善

、

不
快

に
生
き

る

こ
と

は
悪

な

の
で
す

Φの
」。
「
筍

く
も

美

し

い
事

に
楽

し
ん

で
生
き

る

な
ら

ば

そ
う

だ
へり
」

と

彼
は
言

っ
た
。

「
何
だ

っ
て
、
…

ま

さ
か

あ
な

た
ま

で
が
、
世
人

と
同

じ

よ
う

に
、
快

い
こ
と

の
或
者

は
悪

、
苦

し

い

こ
と

の

或
者

は

善

で
あ
る

①D
と
呼

ぶ
の

で
は
あ

る
ま

い
ね
。
何

故

っ
て
私

の
言

う

の
は

、
快

い
こ
と
は

、

そ
れ

が
快

い
も

の

で
あ

る
と

い
う
点

で
善

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
で
は

な

い
か
と

い
う
意

味

で
あ

っ
て
、

そ
こ

か
ら
何

か
他

の
こ
と

が
結
果

す

る
か

ど
う

か
は

、

問
わ

な

い
の
だ

㈹
。
苦

し

い
こ
と

に

つ
い

て

㈹

も
ま

た
同

じ

よ
う

に
、
…

」

㈲

の
議

論

は
ー
～

W

に
分
節

で
き
よ

う
。

1
或

者
ど

も

は
よ
く

生
き

(
　

)
、
或
者

ど
も

は
悪

し
く
生

き

る

(
　

)
。

H
も

し
或

人
が

苦

し

み
悩

み

つ

つ

(
　

)
生
き

る

な
ら
ば

、

彼
は

よ
く

生
き

て
は

い
な

い
。



皿

も

し
或
人

が
快

く

(
　

)
生
き

終

え
た

な
ら
ば

、
彼

は

よ
く

生

き

た
。

W
快

く

生
き

る

こ
と

は
善

(
　

)
、

不
快

に
生

き

る
こ
と

は
悪

(≧
§

警

)
で
あ

る
。

V

筍

く
も
美

し

い
事

(
　

)

に
楽

し
ん

で
生

き

る
な
ら
ば

、
快

く

生
き

る

こ
と

は
善

で
あ

る
。

W

快

い
こ
と

の
或
者

は
悪

、
苦

し

い
こ
と

の
或
者

は

善

で
あ

る
。

W

快

い
こ
と
は

、
快

い
も

の

で
あ

る
と

い
う
点

で
善

、
但

し
そ

れ
か

ら
何

か
他

の

こ
と
が

結
果

せ

ぬ
な

ら
ば

。
苦

し

い
こ
と

も
同

様

に
。

さ

て
、

I
H
皿

に

つ
い
て

「
君

は

ど
う

思
う

か
　

)
」
、

「
君

は
言

い
ま

す
か
　

)」

と

い
う
形

の

ソ
ク

ラ

テ

ス
に
よ

る
質

問
を

う

け

て
、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
I

H
皿

に
同
意

す

る
。

ソ
ク
ラ

テ

ス
は

彼

の
同

意

か
ら

W
を

結
論

す

る
け

れ
ど
も

、
彼

は

V
を

提
出

す

る
こ
と

に
よ

り

、

無
条

件

に
は

W
を
認

め

な
い

。

一
方

、

W

に
対
し

て
V

と

い
う
制

限
を

語

る
こ

と
は

「
世
人
」

の
唱

え

る
W

に
な

る
、

と

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
理
解

し

　

　

た
。

そ

の
上

で
彼

は
、
I

H

皿

に
同

意

し
た
。フ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
が
認

め

る

べ
き

も

の
と

し

て
W

を
提
出

す

る
。
が

、
。フ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
W
を

「
快

い

勘

こ
と
が
悉

く
善

、
苦

し

い
こ
と
は
悪

で
あ

急

と
再

解

釈

し
た
上

で
、
W
を

受

け
入

れ
ず

、
そ

の
再

解

釈

に
も
同

意

す

る
の
を

控
え

た
。

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

の
快

と
善

を

め
ぐ

る
思
考

が
誰

の
見

解
な

の
か

と

い
う

問
題

は
、
先
ず

、
W

の
解

釈
を

め
ぐ

っ
て
あ

る
。
形

式
的

に
は

W

⑳

は

、
「
(
ソ
ク

ラ

テ

ス
が
)

》
③

e

(言

う
)」

と

い
う
定

動
詞

の
目

的
節

を
構

成

し

て
お
り

、
W

が

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
主

張

で
な

い
と

は
ど
う

み
て
も

言

え

な

い
か
ら

で
あ
る
。

け

れ
ど

、
W

が

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
発
言

で
あ

る
こ
と

は
必
ず

し
も

、
W
が

彼

の
真

な

る
見
解

で
あ

る

こ
と
を

保
証

し
な

い
。

⑳

そ
れ

は

、

こ
の
場

合

の

》
臨
遷

は

「
意
味

す

る
」

と
理

解
さ

れ

る

べ
き

で
あ

り
、

そ
れ

故

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
W

に

つ
い
て

の
質

問

の
真

意
を
確

か

め

て
い
る

と
も
理

解

さ
れ

る

べ
き
だ

か
ら
。

そ

れ
か

ら
I

H
皿

は

ソ
ク

ラ

テ

ス
に
よ

る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス

へ
の
質

問

の
目

的
節

で
あ

る

以
上

、

よ
き

生

に

つ
い
て
前

者

が
後
者

の
思
考

を
質

す

と

い
う
解

釈

の
方

が

、
よ

り
妥

当
す

る

と
考

え
ら
れ

る

か
ら

で
あ

る
。

と
す

れ
ば

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
I

H

皿

に
お

い

て
何

ら
自

分

の
見
解

を
表

明

し

て

い
な

い
、
と

は

い
え
ま

い
か
。
こ
の
解
釈

は

、
『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』
の
快

と
善

と
を

め
ぐ

る
思

考
と

は

ど

の
よ
う

な
も

の
な

の
か

の
考

察

か
ら

正
当

化
さ

れ
よ

う
。



3

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

に
お

い

て
、
快

と
善

と
を

め
ぐ

っ
て
ど
ん

な
思

考

が
語
ら

れ

て

い
る
か

と

い
う

こ
と

は
、

1

の
も

つ
意
味

と
ー

を
質

問
す

る

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
底

意

を
探

る

こ
と

に
あ

る

の
で
は
な

い
か
。

と

い
う

の
も

ー

を
質

問
す

る

ソ
ク

ラ

テ

ス
に
何
か
作

為

ら

し
き
も

の
が
あ

る
と

い

う

印
象

を

、
我

々
は
禁

じ
え

な

い
か
ら

で
あ
る
。

一
体

、

「
人

々

の
或

者

は
よ

く
生

き
、
或
者

は
悪

し
く

生
き

る
と

言
う
」
と

は
、
何
を

意
味

す

る

ふ

の
か
。

「
言

う

(
　

)
」
の
原
義

は

「
数
え
上

げ

る

(
　

)
吻

で
あ

る
以
上

、
そ

れ
は
人

々
の
中

で
或

者
を

よ
く

生

き
る
者

、

ま
た

は
悪

し

く
生

き

る
者

と
し

て
数

え
上

げ

る

こ
と
を

意
味

す

る
。

つ
ま

り
そ

れ
は

ひ
と

の
生

を
よ

い
、
ま

た
は
悪

い
と
記
述

す

る

こ
と
を

意
味

す

る
。
仮

に

こ
の

「
記
述

す

る
」

と
は

何
か

を
指

定

し
、
或

性
質

等
を

そ

れ

に
与

え

る
、

即
ち

何
か

を
外

か
ら

写

す

こ
と
を

意
味

す

る
場
合

、

こ

の
と
き

、

ひ

と

の
生

は

い
わ
ば

観
察

の
対
象

た

る
完
結

し

た
生

を
暗
示

す

る
と

考

え
ら

れ
は

し
ま

い
か
。

そ

れ
と

も

、
1

に
お

け

る
生

と

は
完

結

し

た
生

だ
と

ま

で
見
倣

し

え
な

い

に
し

て
も

、
人

間

は
偶

然

に
よ

っ
て
支

配

さ
れ

る
も

の

で
あ
る

以
上

、
或
者

の
生

は
よ
く

も
悪

し

く
も

な
り

う

る
と
は
言

え

ま

い
か

。
と

す

る
と
、

な
ぜ

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
、

ひ
と

の
生
が

2

タ

イ
プ

の
み

に
尽
く

さ
れ

る
よ

う
な

印
象

を
与

え

る
問

を
訊

く

の

で
あ

ろ
う

か
。

　

ま

た
・
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
に
し

て
も

、
或
者

の
生

は
全

体

と
し

て
は

よ
く

も
悪

し
く

も
記
述

で
き

る
と

考
え

て
い
た

と
す

る
な
ら

ば

、
な

ぜ
彼

は

ー

の
質

問

そ
れ
自

体

に
異

議

を
唱

え
ず

、

す
ぐ

に
ー

に
同

意

す

る
の

で
あ

ろ
う

か
。

さ
ら

に
も

し

ー
で
述

べ
た

『
ク
リ

ト

ン
』

の
思

索

が

こ
の

『
。フ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

で
も
守

ら

れ

て

い
た

と
す

る
な

ら
ば

、
な

ぜ

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

よ
き

生

に

つ
い

て
或

一
定

の
解

釈

を
も

た
な

け
れ
ば

答

え
よ

う

の
な

い
質

問
を

す

る
の

で
あ

ろ
う
か

。
そ

の
場
合

、
ま

し

て
や
彼

が
よ

き
生

に

つ
い
て
自
分

の
解

釈
を

明

小
す

る
た

め

に
、
1

を
質

問
し

た
と

い

う

こ
と

が
考
え

ら
れ

る

で
あ

ろ
う
か

。
1

を
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
に
質

す

ソ
ク

ラ

テ

ス
に
、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
を
誘

導
尋

問

し

よ
う
と

す

る
彼

の
作

為

が

感
ぜ

ら

れ
る

の
を
我

々
は
禁

じ
え
な

い
の

で
あ

る
。

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
ー
を

認

め
た
。

か

く

て
、
彼

は

ひ
と

の
生
を

二
分

類
す

る

こ
と

に
な

っ
た

。

で
は
、

彼

の
分
類

の
規

準

は
何

で
あ

る

の
か
。

H

を
認

め

る

こ
匙

か
ら

、
彼

は
苦
痛

の
生
が

生

の
悪

さ
を

は
か

る
唯

一
の
特

徴

と
見
倣

す

立
場

に

た

つ
こ
と

に
な

る
。

さ
ら

に
、

皿

に
同

意

す

る



こ
と

に
よ

り
、
快

い
生
が
生

の
よ
さ

を
は

か

る
唯

一
の
特

徴
と

見
倣

す
立
場

に
た

つ
こ
と

に
な

る
。

だ

が
、

H
皿

に
対

す

る
彼

の
承
認

を
右

の
よ

う

に
解

釈

し
う

る
た

め

に
は
、
快

楽

の

み
か
ら

な

る
生

と
苦

痛

の

み
か
ら

な

る
生
と

の

2
タ

イ
。フ
の
生

し
か

ひ
と

の
生

に

は
な

い
、

こ
と
が
想

定

さ
れ

て

い
な
け
れ

ば

な
ら

な

い
。

果

た
し

て
、
彼

は

そ

の
想

定

を
認

め

て

い
た

で
あ

ろ
う

か
。

I
H

皿
を

め
ぐ

る

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
問

に
対
し

て
彼

は
肯

定

す

る

の
み

で
あ

っ
て
、
決

し

で
否
定

し

な

い
以
上

、
彼

は
右

の
想
定

を
認

め
て

い
た
と

考
え
ざ

る
を

え
な

い
の
で
は

あ
る
ま

い
か
。

「
よ
く

生
き

る
」

と
は
プ

ラ

ト

ン
に
あ

っ
て
幸
福

(
　

)
と
同
義

で
あ

っ
た
以
上

、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は

H

皿

に
同

意

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
快

い
生

が
よ
き

生

で
あ

る
」

と

い
う

一
元
的

幸
福

論

を
主

張
す

る

こ
と

に
な
る
。

で
あ

れ
ば

、

快

く
生

き

る

こ
と
と
善

⑳

(よ

き
生

)
と

の
同

一
言

明
を

表

わ
す

W
が

生
ま

れ

る
の

で
あ

る
。
ま

た
快

く
生

き

る
と

は
快

楽

を
も

つ
こ
と

(
　

)
、
即

ち
快

い
こ
と

ロ

(
　

)
で
あ

っ
施
以
上

、
W

は
善

と
快

い
こ
と
と

の
同

一
言

明

で
も

あ

る
と

理
解

さ
れ

よ
う
。

故

に
荷

く
も

W
が

そ

の
両
者

の
単

な

る
字
義

上

の

一
致
を

表
わ

す

の

で
は
な

い
な
ら
ば

、
『.フ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

の
快

と
善

と
を

め
ぐ

る
思

考

と
は
、
活

動

(生

)
の
よ

さ

の
唯

一
の
規

準
と

し

て

む

快

い
こ
と
を
認

め
る
立
場

1

こ
れ
を

所
謂

快
楽

主
義

と
呼

ぼ

う
ー

(
一
元

的
価

値
観

)

に
す

ぎ
な

い
と

い
え

る
勉

そ
れ

で
は

、
「
I
H

皿

↓
W
」
は
妥
当

な
推

論

と
見
倣

し

う
る

以
上

、
I
n

皿

に
同

意

す

る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
W

を
も

認

め
ざ

る
を

え
な

い

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。
然

る

に
、
彼

は
W

を
全

面
的

に
認

め

る
代
わ

り

に
、
V

を
提

唱

す
る
。

一
体

、

V

は
W

に
対
し

て
何

な

の
か
。

V

は
快

い

こ
と

が
よ

き
生

(善

)

の
充

分

条
件

で
な

い
こ
と
を

意
味

す

る

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
V

は
、

よ
き
生

を
評

価

す

る
に
、

そ

の
規
準

に
快

い
こ
と

の
み
を

た

て
る

一
元

論

で
は

な
く

、
美
醜

の
観

点

を
も
認

め
る
多

元
論

を
示
峻

す

る

の

で
あ

る
。

で
あ
れ
ば

、

W
を
否

定

す

る
V

へ
の
支

持

に
よ
り

、
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
快

い
こ
と
を

活

動

の
よ
さ

の
唯

一
の
規

準

と
見

倣
す

立
場

を
と

ら
な

い
こ
と

に
な

る
。

V

は
生

の
評
価

に
お

い
て
多
元

論

を
示
唆

す

る
と

見
倣

し
う

る

こ
と
か

ら

、
「
V

↓
W
」
の
展
開

が
説

明

さ
れ

る
。

つ
ま
り

W
は
快

い
こ
と

を
分

類

す

る
異
種

の
概

念

の
存

在

を
暗
示

し
、
快

と
善

と
を

切

り
離

す

の
で
あ

る
。
因

っ
て
V

は
班

で
も

あ

り
う

る
。

し
た

が

っ
て
、

I
H

皿
を
認

め

て
、

ソ
ク

ラ

テ
ス
の
術
中

に
は
ま

っ
た
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
所

謂
快

楽
主

義

の
立
場

を

と

る
こ
と

に
な

り

、
V
を

唱

え

る
彼

は
所

謂
快

楽
主

義

の
立

場

を
と

ら
な

い
こ
と

に
な

る
。
そ

こ

で
、
1

～
V

に

お
け

る
彼

の
立
場

の

一
貫
性

の
な
さ

を
指
摘

す

る
意
味

で
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
W

を
目

的
節

と



㈱

し
た
否

定

の
答
え

を
期

待
す

る
質

問

を
訊

く

の
で

あ
る
。

と
す

る

と
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

ー
～

璽

に
お

い

て
快

と
善

と

を

め
ぐ

る
自
分

の
兇

解
を

表

明
す

る

の
で
は
な

く

、
プ

欝
タ
ゴ

ラ

ス
の
見

解

を
引

き
出

そ
う

と

し

て
い
る

と
は

い
え
ま

い
か
。

と

は

い
え
、
快

と
善

と
を

め

ぐ
る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
見

解
を

引
き

出

そ
う

と
し

て

い
る
と

の
解

釈

に
は

、
次

の

二

つ
の
難

点

が
考

え
ら

れ

る
。

一
つ
臼0

は

、
第

二
の
議

論

に
お

い
て
快

と
善

と

を

め
ぐ

る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
態

度

は
終
始

、

不
明
確

で
あ

る
と

い
う

こ
と

。
他
方

回

は
、

冊
を

目

的

節

と
し

て
も

つ
主
文

の
主

語
が

ソ
ク

ラ
テ

ス
で
あ

る
と

い
う

こ
と
。

先
ず

、

0り

の
難

点
を

処
理

す

る

こ
と
は

、
㈲

以
後
　

)

の
議
論

を

ど
う

理
解

す

る
か

に
か

か

っ
て

い
る
。
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は

囲

「
私

の
残

り

の
全

生
涯

の
こ
と

を
顧

慮
し

て

み
て
も
し

と

い
う

但

し
書
を

加

え

て
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
が

「
世
人

し

の
見

解
と

理
解

し
た

W
を

一
応

と

⑳

る
も

の

の
、
自
ら

の
立

場

は
明
ら

か

に
し

な

い
。

か
く

て
、
快

と
善

と

は
同

一
か

ど
う

か
を
質

す

ソ
ク
ラ

テ

ス
に
対

し

て
、
彼

は
ま

さ

に

「
快

と

⑳

善

と

が
同

一
で
あ
る

か
ど

う
か

を
考
察

し
よ
う

」

と
提
案

す

る

の
で
あ

る
。
第

二
の
議

論

に
お
け

る
勧

以
後

は

、
男

が
終
始

、
快

と

善
と

を
同

一

視

し

な

い
立
場

に
と

ど
ま

り
う

る
か

ど
う

か
を

考
察

す

る
。
因

っ
て
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は

「
盤

人
」
の
立
場

た

る
璽

を

一
応
認

め

る
以
上

、
仮

に

「
世

伽

人
」
は
実

は
快

と
善

と
を
同

一
視

し

て

い
た

の
が
明

ら
か

に
な

る
場
合

(実

際

明
ら

か

に
な

っ
た
)
、
彼

も
ま

た
快

と

善

と
を
同

一
視

し

て

い
る

こ

と

に
な

る

で
あ
ろ
う

。

次

に
、
も

し
W

が

V
聡

へ
の
再

反

論

(即
ち

珊

は
W

と

同

じ
意
味

)

で
あ

る

こ
と
が
確

認

さ

れ
る

な
ら
ば

、
回

の
難

点

は
問

題

に
な
ら

な

い
。

で
は

、
果

た
し

て
W

は
W

と
同

じ
と

い
え

る

で
あ

ろ
う

か
。
第

一
に
、

一
体

、
W

に

お
け

る

「
も

し
快

い
こ
と

か
ら

他

の

こ
と
が
結

果

せ

ぬ
な

ら

ば

」

と

い
う
前
件

は

何
を
意

味

す

る

の
か

。
王

∬
租

が
認

め

ら
れ

、

ひ
と

の
生

に
は
快

楽

の

み
か
ら

な

る
生

と
苦

痛

の
み
か
ら

な

る
生
と

の

2
タ

㈱

イ
ブ

し
か

な

い
こ
と

が
想
定

さ

れ

る
限
り

で
、
W

は
所
謂
快

楽

主
義

を
表

わ

す
と
解

釈

し
え

た
。

だ

が
、

こ

の
想

定

は
我

々

の
常

識

に
沿

ぐ
わ

な

い
。

な
ぜ

な
ら
ば

ひ
と

の
生
が
全

体

と

し

て
快

い
こ
と
か

苦

し

い
こ
と

か
、

と

い
う
排

除
的

な

二
者

択

一
と

し

て
あ

る

こ
と
は

な
く

、

ひ
と

の
生

に
お

い
て
快

苦

が
継

起
す

る
も

の

で
あ

る
こ
と

は

、
我

々
の
常
…識
だ

か
ら

。



こ
の
常
識

が
認

め
ら

れ

た
と
き

、

V

に
よ
る

W

へ
の
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
反
論

は

、

こ
の
常
識

か

ら
発

せ
ら

れ

た
と

い
う

穿

っ
た
見
方

も

で
き

よ

う

。

で
あ

れ
ば
、

右

の
前

件

の
挿

入

は
無
意

味

で
は

な

い
の

で
あ

る
。
右

の
前

件
を

W

に
挿

入

せ
ざ

る
を
え

な

い
事
情

は

、
「
世
人

」
は
実

は
快

と

倒

善

と
を

同

一
視

し

て
い
る

こ
と
を

明

ら
か

に
し

よ
う

と
し

た
議

論

に
見
出

さ

れ
る
。

ホ
イ
ポ
ロ
イ

ソ
ク
ラ
テ
ス

伽

㈲
君

等

に
は

、
僕

と
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
が
言

っ
て

い
る
よ

う

に
、

そ
れ
ら

(食

う
事

等

の
快

い
こ
と
)

が
悪

い
の
は

、
た

だ

(病

気

等

の
)
苦

し

む

　

コ
　

に

み

に
終

極

し
、
人

を

他

の
快

楽

よ
り
奪

い
去

る
が
故

に

の
み

で
あ

る
---
と

い
う

こ
と
が

明
ら

か

に
な

っ
た
。

食

う
と

い
う
快

い
こ
と

は
、
病

気

等

の
苦

痛

に
終
極

す

る
が

故

に
、
悪

い
の

て
あ

る
。

一
体

、

こ
れ

は
苦

痛

と
悪

と

に

つ
い

て
ど

ん

な
関
係

を
説

明

す

る
こ
と

に
な

る

の
か
。

㈲
は

回

の
如
く

、

一
般

的

に
説

明

さ
れ

る
。

㈲
喜

ぶ

(
　

)
こ
と
自
体

を

す
ら
時

に
は
、

即
ち

そ
れ

が
、

そ
れ

が
も

つ
限

り

の
快
楽

以
上

の
快

楽

を
奪

う

か
、
或

は

そ

の
中

に
あ

る
快

ホ
イ
ポ

ロ
イ

楽

以
上

の
苦
痛

を
供

給
す

る
場

合

に
は

、
悪

い
と
君

等

は
言

う
…

。

な
ぜ

な
ら
ば

喜

ぶ

こ
と
自

体
を
悪

と
呼

ぶ

(
　

)
に
も

し
何

か
他

の

ソ
ク
ラ
テ
ス

の
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス

理
由

が

あ
り

、
何

か
他

の
結
果

を

目
指

し

て

(
　

)
の

こ
と
な

ら
ば

、
君

等

は
我

々

に
告

げ

う

る
筈

で
あ

㈲

る

か
ら
。

が

、
告
げ

え

な
か

っ
た
。

仮

に

「
呼

ぶ
」

が
評

価

す

る

こ
と
を

意
味

し

、
「
結
果

を
目

指

す
」

が
呼

ぶ

こ
と

の
規
準

を
意
味

し
う

る
場
合

、
「
喜

ぶ

こ
と
自

体
を
悪

と
呼

ぶ
」

た
め

の
規

準

に
は

「
よ

り
大

き
な
苦

痛

と

い
う
結

果
」
の
他

に
な

い
以
上

、
「
世
人
」

の
立
場

と
さ

れ

た
W
も

、
苦

痛

が
活

動

の
悪

さ

を
生

む
唯

一

の
特
徴

で
あ
る

と
考

え
る
所

謂
快

楽

主
義

に
帰

着
す

る
。

と

す
る

と
、
次

に
、
も

し
快

い
こ
と
が

よ
り
大

き

な
苫
痛

を

結
果

す

る
が
故

に
、
悪

く
も

な

る
と

す

る
な
ら

ば

、
「
も

し
快

い
こ
と

か
ら
他

の
こ

と
が
結

果

せ

ぬ
な
ら
ば

」
と

い
う
前

件

を
挿

入
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
快

い
こ
と

は
快

い
も

の

で
あ

る
限
り

、
善
だ

」
と

強
調

し
よ

う
と

す

る
言

明
は

、
I

H
皿

か
ら

引
き
出

さ

れ
う

る
妥

当
な

推
論

の
結

論

で
は

あ
る
ま

い
か
。

W
は

W

の
単

な

る
再
確

認

に
す
ぎ

な

い
の

で
あ

る
。
か

く

て
、

た
と

え
田

を
も

つ
主

文

の
主
語

が

ソ
ク

ラ

テ

ス
で
あ

っ
た

に
し

て
も

、

I
H

皿

に
お

い
て

「
よ
き

生

、
快

、
善
」

を

め
ぐ

る
プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
の
態

度
を
終

始

、

ソ
ク

ラ
テ

ス
が

質
問

し

て

い
た
と

す

る
な
ら

ば
、
彼

は
佃

に

お

い
て
何
ら

自
分

の
態

度

を
表

明
し

て

は

い
な

い
、
と
語

ら
ね

ば
な

ら



な

い
。

逆

に
、
も

し

ソ
ク
ラ

テ

ス
が

第

二
の
議

論
全

体

に
お

い
て
快

と
善

と

を
め

ぐ

る
自
ら

の
見

解
を

表

明
し

て
お

り

、
他
人

の
態

度

に
は
何

ら
関

心

を
も

っ
て

い
な

い
と

す

る
な
ら
ば

、

A

テ
ー
ゼ

を
否

定
し

た

「
世
人

」

の
立
場

は
無

知

に
他

な
ら

な

い

こ
と
を
分

析

し
た
上

で
、
な

ぜ
彼

は

ソ

フ

ィ
ス
ト

に
次

の
同

意

を
求

め

る
の
か

。
㈱

ゆ

ヒ

ッ
ピ

ア

ス
に
プ

ロ
デ

ィ

つ
ス
、
諸
君

に
私

は
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
と

と
も

に
訊
き

ま

す
が

(
こ
の

欝
論

は
諸
慰

に
共

通

な

こ
と

で
あ

る

べ
き

で

す

か
ら
)

一
体

私

は
真
実

を

語

っ
て
る
と
諸
君

に
は
思

わ

れ
ま

す
か
…

…

そ

の
所

説

は
並

々
な
ら

ぬ
ほ
ど

、

真
実
だ

と
全

て

の
人

々
に
思

わ
れ

㈱

た
。

そ

れ

で
は
諸
君

は

、
快

は
善

、
苦

は
悪

で
あ

る

こ
と

に
同
意

す

る

の
だ

ね

。

た
と

え

「所

説
」

が

真
だ

と
同

意
さ

れ

る

に
し

て
も

、
が

、
「
所

説
」

の
覆

う
範
囲

が
定

ま
ら
ず

、
ま

た

㈹
以
前

の
議
論

(
　

)

は
快
と

鱒

善

と

を

め
ぐ

る

「
世
人

し

の
立
場

を
診
察

す

る
名
醤

で
出

発

し

て

い
た

以
上

、
ω

は

ソ
ク

ラ

テ

ス
も
快

と
善

と

を
鋳

一
視

し

て

い
る
の
を

示
す

の

㈱

で

は
な
く

、
他

の

ソ

フ
ィ

ス
ト
も

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
同

様

、
快

と
善

と
を
同

一
視

し

て

い
る

こ
と
を
確

認

し

て

い
る

と
は

い
え
ま

い
か

。

さ

て
、
も

し

ソ
ク
ラ

テ

ス
が
快

と
善

と
を

同

一
視

し

て

い
な

い
と

す
る

な
ら

ば

、
「
徳

は

知

で
あ

る
」
と

い
う
命

題

に

つ
い
て
解
釈
上

の
難

点

が

生
ま

れ
は

し
ま

い
か
。

な

ぜ
な

ら
ば

右

の
命

題

は
彼

の
真

な

る
見
解

と

し

て
知

ら

れ

て
お
り

、

『プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

で
は

「快

ー

善
」
と

い
う
前
提

か
ら
論

証

さ
れ

て

い
る
よ

う

に
見
え

る
か

ら

で
あ

る
。
だ

が
、
果

た
し

て

そ
う
な

の
だ

ろ
う

か
。
次

に
我

々
は

、
「
快
ー

善
」

と

い
う
快

楽

説
が

第

二

の
議
論

で
、
ど

ん

な
役
割

を

果
た

す

の
か
を

考
察

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

4

㈱

快

と

善

と
が

同

一
か
ど

う
か

の
診

察

を

開
始

す

る

や
否

や

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
知

と
人

と

の
関
わ

り
を
示

す
A

テ
ー

ゼ
を
次

の
よ
う

に
語

る
。

エ
ピ

ス
テ
　
メ
　

「
ひ
と

は
善

い
こ
と

(
　

)
と
悪

い
こ
と

(
　

〉
と

を
識

る

(
　

)
な
ら

ば

、
知

が
命
ず

る

以
外

の

こ
と

を
行

な
う

ほ
ど

、



　リ

ヨ

知
以
外

の
も

の
に
よ

っ
て
統

御

さ
れ

る

こ
と

は
な

い
幽

知
は

彼

に
と

っ
て
、
人
を

助

け

る
に
充
分

な
も

の
　

)

で
あ

っ
た

こ
の

「
充

分
」

と
は

、

ひ
と
が
善

い
こ
と

と
悪

い
こ
と

と
を
識

る

な
ら
ば

、
前

者

は
彼

に
よ

っ
て
行
為

さ
れ

、
後

者

は
行
為

さ

れ
な

い
、

と

い
う

こ
と
が

必
ず

帰

結
す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り
善

に

つ
い
て

の
ひ
と

の
知

は

ひ
と

の
善
行

を
保

証
す

る

の

で
あ

る
。

然

る

に

「
世

人
」

は

、
A

テ
ー

ゼ
が

意
味

す

る

「
知

か
ら

行
為

へ

(以
下

、

「知

↓
行
為
」

と
略

す

)
」

と

い
う
図

式
を
認

め
な

い
。

そ
れ

は
、
彼

ら

が
所
謂

無

抑
制

(
ア
ク

ラ

シ

ア
、

ω

意
志

の
弱

さ
)

の
事

実
を

主
張

す

る
か
ら

で
あ
る
。

の

も

所
謂

無

抑
制

と
は

、

「
ひ
と

は
最
善

の
こ
と

を
識

り
な

が
ら

、
更

に
行

な

い
え

て
も

、
快
楽

・
恐

怖

・
激
情

・
愛
欲

等

に
負

け
た

(
　

㈱

た

め
に

、
進
ん

で
そ

れ
を

し
よ

う

と
せ
ず

、
屡

々
、
別

の

こ
と
を

行
な

う
」

と

い
う
も

の
で
あ

っ
た

。

い
わ
ば

知

る
と

い
う
営

み
と

行
な

う

と

い

う
営

み
と
は

、
ひ
と

に

お

い
て
表
裏

一
体

で
は
な
く

、
屡

々
、
分
離

す

る

こ
と
が

あ

っ
た

の

で
あ

る
。

つ
ま

り

所
謂

無
抑

制
を
認

め
る

と
は

、
知

の
所

有

と
そ

の
知

に
基

づ

い
た
行
為

(
即
ち

そ

の
知

の
使

用

)
と

の
関

わ
り

に

つ
い
て
或
解

釈
を

示

す

こ
と

に
な

る
。

即
ち

「
世
人
」

は
知

の
所

有
が

そ

の
知

の
使
用

を
直
接

随

伴

せ
ず

、
そ

の
両
者

に
第

三

の
項

が
妨
害

者

と

し

て
介

在

す
る

こ
と

を
示
唆

す

る

の

で
あ
る
。

仮

に
所

謂
無

抑
制

の
人

に
次

の
間
が
質

さ

れ
た

と

し
よ
う

。

「
な
ぜ
君

は

X
を

行
な

っ
た
の
か
」
と
。

こ
の
間

は
、
行
為

の
理
由

(
　

)
づ

け

に

つ

い
て
説

明
を

求

め

て

い
る

と
理

解

し
た

い
。
で
あ
れ

ば
、
差

し

当
り

、
こ
の
と

き
、
三
通

り
ー

行
為

の
動

機

づ
け

・
囚

果
づ

け

.
正
当

化
1

の
答

え

が
可
能

で
あ
ろ

う
。
仮

に
行
為

の
動

機
づ

け
と

は
行

為
を

惹
起

す

る
行
為

者

の
内

的
要
因

を
与

え
る

こ
と

で
あ

る
と

き
、
所

謂
無

抑
制

の

殉

人

は

「
愛

欲
等

に
負

け

た
た

め

に
『

と

語

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
行

為

の
動
機

づ

け
を
与

え

る

こ
と

に
な

る
か
も

し

れ
な

い
。

な

る
ほ
ど

、
所
謂

無

抑
制

の
事

実

を
認

め
る

こ
と

か
ら

、
知

の
所

有

と
そ

の
知

の
使
用

と

の
間

に
愛
欲

等

が
妨
害

者

と
し

て
介

在
す

る

で
あ
ろ

う

こ
と

は
理
解

さ

れ

る
。

け

れ
ど

、

ひ
と

に
お

い
て
知

る

こ
と

に
せ

よ
、
行

な

う

こ
と

に
せ
よ

、
恐
怖

を
感

ず

る
等

の

こ
と

に
せ

よ
、

そ
れ

ら
は
自

明

な

こ
と
と

し

て
、
即

ち

他

か
ら
切

り
離

さ

れ
た
独

立

し
た

こ
と
と

し

て
あ
る

の

で
あ
ろ

う
か

。

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
行
為

X

の
生
起

(始

ま

り
)
に

つ
い
て
、
「
恐
怖
等

に
負

け

た
た

め

に
」

と

い
う

理
由

づ

け
を

受
け

入
れ

な
か

っ
た

。
人
間

に

お

い
て
知

の
権
威

を
否

定

し

、
所

謂

無
抑

制

の
事
実

を
認

め

る

「
世
人
」
の
主

張
を

「
誤

り

で
あ
る

(
　

)」

と

、
彼

は
決

め

つ
け

る
か

ら

で



あ

り

　

　

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

あ

㌦

で
は
、

一
体
、

所
謂

無
抑

制

を
認

め

る

こ
と

の
ど

こ
が

誤

り
な

の
か
。

そ

こ

で
彼

は

、
所

謂
無

抑
制

と

い
う

こ
と

の
全

体

、

即
ち

「
ひ
と

は

最
善

の

こ
と
を
識

り

な
が

ら
、
更

に
行

な

い
え

て
も

、
快

楽

・
恐
怖

・
激

情

・
愛
欲

等

に
負

け
た

た

め
に
、

進
ん

で
そ
れ

を
し

よ
う

と
せ
ず

、

のる

　

　
　

屡

々
、
別

の

こ
と

を
行

な
う
」

と

い
う

こ
と

の
全
体

を

「
快
楽
に
負
け
る
　

『

と

い
う

パ
ト

ス

へ
再

記
述

し
、

そ

の
パ
ト

ス

と
は
何

で
あ
る

か
を
探

る

こ
と

で
、

そ

の
誤

り
と

さ
れ

る
場

を
確

定
し

よ
う

と
す

る
。

つ
ま

り

ソ
ク
ラ

テ

ス
は
、

ひ
と

に
お

い
て
知

る

こ
と

、
行

な
う

こ
と

、
怒

り

や
恐
れ
等

を
覚

え

る

こ
と
、

の
各

々
を
自

明
な

こ
と

と
し

て
措

定
し

て

い
た

の
で
は

な
く

、
そ

れ
ら

の
各

々
の
身
分

の
確

定
を

こ
そ

問
お

う
と

し

て

い
た
の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

一
体

、
快

楽

に
負

け

る

と

い
う
パ

ト

ス
が
誤

り

で
あ

る
と
規

定
す

る
と

は

、
何
を

意
味

す

る

の
か
。

先
ず

、

そ

の
規

定

は
所
謂

無

抑
制

の
事

実

を

否
認

す

る

こ
と
を
意

味

す
る

と
理
解

さ

れ

る
け
れ

ど
も

、

そ

の
否

認

は
何

を
論
拠

と

す

る
の

で
あ

ろ
う

か
。

の

と

い
う

の
蟻
卸
響

削
同

意

し

て
し
ま

っ
た
ん
だ

か
ら

1
知

識

を
欠

く

が
故

ゆ

、
快

楽

及
び
苦

痛

の

選

択

に

つ
い
て

過

て
る
者

ど
も

は

過

ち

を

犯

し

て
い
る

の
だ
ー

勿
論

快
苦

は
善

及

び
悪

で
あ

る
1
而

し
て
単

に
知

識

の
と

い
う

に
止

ま
ら
ず

、

猶
先

に
そ

の
ヒ

に
も

測
定

的

と
君

等
が

の

　
　

　

に

同

意

し

て

い
る

、
そ

の
欠
乏

の
故

に
で
あ

る
、

と
。

仮
に
回
の

「快
苦
の
選
択
に
つ
い
て
過
っ
」
が
所
謂
舞

制
に
お
け
る

「悪
い
こ
と
彩

.鋭
輪

と
し
て
理
解
さ
れ
・つ
る
場
△。
、
こ
の

悪

い

　

こ
と

を
行

な
う
」

こ
と

は
知

分
無

姫

分
蜘

に
生
ず

る

、
と

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
考

え

て

い
る
よ

う
だ
d

つ
ま
り

彼
は

、
所

謂
無

抑
制

の

「
最

善

の
こ
と

を
識

り
な

が
ら
」

の

「
識

る
」

が
無

意
味

、
無

力
な
も

の
だ
と

明
示

し
よ

う
と

し

て

い
る

の
で
は

あ
る
ま

い
か
。

そ
し

て
属

論

拠

に
、
価

値

の

　

一
元

化
を

意
味

し

た
快
楽

説
が

求

め
ら

れ

て
い
る

の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

な
ぜ

な

ら
ば

「
快
11

善
」

が
支

持

さ
れ

る
限

り

で
、
所

謂
無

抑
制

を
認

め

る

こ
と
は
　

「
滑
稽

だ
」
と

い
う

こ
と
が

明
ら

か

に
な

る
と
彼

は
説

明

す
る

か
ら

で

励
る
。
所

謂

無
抑

制

に
お
け

る

「善

お

悪

・
快
苦

」

が
快
苫

・

善
悪

・

の
各

対

璽

対
だ

け

で
表

現

さ
れ

る
な

ら
ば

、
そ

の
　

が
露
呈
す
る
と
い
う

の
で

あ
る
。
而

し

て

『。フ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

の
快

楽

説
が

果
た

す
役

割

と
は
、
快

楽

に
負

げ

る
と

い
う

パ
ト

ス
の
含

む
　

を
分

析

す

る
た

め
の
道

具

以
外

で
は

な

い
.



そ
れ

で
は
、

こ
の
　

と

は
何

な

の
か
。

「快

11

善
」

(悪

は
善

の

マ
イ

ナ

ス
量

で
あ

る
)

が
認

め

ら
れ

る
限

り

で
、
快
苦

、

善
悪

、

の

各

対

の

一
対

だ
け

で
所
謂

無

抑
制

を
再

表
現

で
き

る
以
上

、
所
謂

無

抑
制

と
は

「
ひ
と
は

屡

々
、
悪

い
こ
と

は
悪

い
と

知
り

な
が

ら
、
善

い
こ
と

働

に
負

け

た
た

め

に
、
行

な
う
必

要
も

な

い

の
に
、
悪

い
こ
と
を

行

な

う
」
と
変

様

さ
れ

、
ま

た

「
ひ
と

は
苦

し

い
こ
と

が
苦

し

い
と
知

り
な

が
ら

、

㈹

快

い
こ
と

に
負

け
た

た

め
に
、
苦

し

い

こ
と
を
行

な
う

」

と
変

様

さ
れ

る
。

も

し

こ
こ

で
の
善

及
び
快

と

は
、
人

を

行
動

に
駆

り

た

て
る
望

ま

し

さ
と

い
う
意

味

で
あ

る
と

す
る

な
ら
ば

、

一
見

し

て
、

こ
れ
ら

の
変
様

さ
れ

た
表

現

が

こ
と
ば

の
用
法

と

し

て
奇

異

な
印
象

を
与

え
る

こ
と
は
否

め
な

い
。
因

っ
て
、

こ

の
と
き

、
　

と
は
奇
妙

な

こ
と

ば
使

い
と

し

て
理
解

さ
れ

る

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

こ

の
　

に

つ

い

て
の
理
解

は

、
あ
ま

り
重

要

で
は

な

い
。

と

は

い
え

、

こ

の
　

を

あ
る
種

の
論

理
的

な
不

整
合

(
　

)
を
表

わ

す

と

の
理
解

も
ま

た

、
適

切

な
解

釈
だ

と

は

い
え

な

い
の

で
は
あ

る
ま

い
か

。

㈲

例

え
ば
ガ

ロ
ッ
プ

は
、

こ

の
語

を

一
種

の
自
家

撞
着

(
　

)
と

理
解

し

た
。

そ

の
理

解

は
次

の
よ

う

に
概

略

さ
れ

よ
う
。

所

働

謂

無
抑

制

に

つ
い
て

ソ
ク

ラ

テ

ス
が
与

え

た
ー

即
ち

、
快

楽

に
負

け

る
と

い
う

パ
ト

ス
と

は
無
知

(
　

)

で
あ

る
と

の
1
規

定
を

、
「
ひ
と
は

屡

々
、
悪

い

こ
と

は
悪

い
と

知
り

な

が
ら

、
行

な
わ
な

い
こ
と
も

で
き

る
の

に
、
快

楽

に
誘

わ

れ
負

け

た
た

め

に
、
悪

い

こ
と
を
行

な

う
」

の

一

部

た

る

「
快
楽

に
誘

わ
れ

負

け
る
」
に
代

入
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
理
解

は
生

じ
た
。
つ
ま

り
彼

の
理
解

を
換

言
す

る

に
、
所

謂
無
抑

制

と

は
、

「
或

事

が
悪

い
こ
と
だ

と
人

々
は

知

っ
て
い
る

け
れ
ど

も

、
そ
れ

に
も

拘

わ
ら
ず

、

そ

の
或

事

が
悪

い
と

い
う
事

実

に

つ
い
て
無
知

で
あ

る
が

た

側

め

に
、
悪

い
こ
と

を
行

な
う
」

と

表
記

さ
れ

う

る

の
で
あ

る
。
勿

論

、
ガ

ロ

ッ
プ

の
右

の
代

入

が
認

め
ら

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
　

に

つ
い
て
よ

り

ス

マ
ー
ト
な

理
解

が
生

ま
れ

る
。

し
か

し

そ
の
代

入

は
、
認

め
ら

れ

な

い
の

で
は
な

い
か
。

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

所

謂

無

抑

制

を

善
悪

、
快

苦

、

の
各

対

の

一
対

だ

け

で
表

現

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
所

謂

無

抑

制

を
認

め

る

こ
と

の
も

つ

　
を

分
析

し

た
。

つ
ま

り
四

「
ひ
と

は
屡

々
、
悪

い
こ
と
は
悪

い
と
知

り
な

が
ら

、
善

い
こ
と

に
負

け

た
た

め

に
、
す

る
必
要

も

な

い
の

に
、
悪

い

こ
と
を
行

な
う

」

こ
と

を
認

め

る
の
が

取
り
も

直

さ
ず

、
　

な

の

で
あ

っ
た
。
仮

に
の

に
お
け

る

「
知

る
、
行

な
う
」

の
各

々
が

、

ひ
と

に
お

い

て
互

い
に
切

り
離

さ
れ

、
独

立
し

た

こ
と
と

し

て
措

定

さ
れ

て
い
た

と
す

る
場
合

、

ガ

ロ

ッ
プ

の
代

入
が
認

め
ら
れ

な

い
わ



け

で
は

な

い
。
そ

し

て
こ

の
と
き

、
　

に
あ

る
種

の
論
理

的
な

不
整
合

を

読
む

こ
と
は
適

切

で
あ

る

か
も

し
れ

な

い
。
だ

が

、

こ
の
と

ロ

き

・
ガ

ロ

ッ
プ

も
論

じ

て

い
静

う

に
、
「
知

↓
行
為
」
に
お

け

る
論
理

的

な
随
伴

関
係

-

即
ち

、
ひ
と

は
何

ら

か

の
知
を
所

有

す
れ

ば

、
必
ず

そ

の
知

に
も

と
つ

い

て
行

為

す

る
と

い
う

こ
と

ー
は

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
に
よ

っ
て
証

明

さ
れ
ず

、

単

に
前

提

さ

れ

て

い
る
に
す

ぎ
な

い
と

い
う
批
判

が

生

ま

れ

る
。

そ

の
批
判

は
妥

当

し

な

い
わ

け

で
は

な

い
。

け

れ
ど

、
も

し

ソ
ク

ラ

テ

ス
が

四

で

「
知

↓
行

為
」

に
お
け

る
論

理
的

な
随
伴

関
係

を

問
う

て
い
る

の

で
な

い
な

ら
ば

、
　

が

あ

る
種

の
論
理

的

な
不
整

合
を

表

わ
す

と
理

解
す

る

必
要

は
な

い
の
で
は

あ

る
ま

い
か
。

実
際

、

窒

主
張

す

る

こ
と

の
も

つ
「
誤
ま
り
」

は
　

と

い
う
言

葉

の
分
析

か

ら
何
も

明

ら

か

に
な
ら

な

い
.

ω

『
一
体

そ
れ

(悪

い
こ
と
は
悪

い
と
知

り
な

が
ら

、
す

る
必
要

も

な

い
の

に
、
善

い
こ
と

に
負

け
た

た
め

に
、

ひ
と

が
悪

い
こ
と
を

行

な
う

こ
と

)
は

・
そ

の
善

い
こ
と
が
辮

簿

考

え

で
は
・
悪

い
こ
と

に
打

ち
克

つ
だ

け

の
価
値

を
も

っ
て

い
な

い
か

ら

な

の
か
ね
。

そ

れ
と
も

、

も

ソ
ク
ラ
テ
ス

　
フ
ロ
タ

コ
ラ
ス

っ
て

い
る
か
ら

な

の
か

ね
』
…
我

々
は

こ
れ

に
答

え

て
、
『
悪

い
こ
と

に
打

ち

克

つ
だ
け

の
価
値

を

も

っ
て
い
な

い
か
ら
だ

』
と
言
う

べ
き
だ

ろ

ゆ

う
。

な
ぜ

っ
て
も

し
そ
う

で
な

い
な
ら

ば

、
我

々
の
、、.口
う

『快

楽

に
負

け
た

人
』

は
過

ち
を

犯
さ

な

か

っ
た

だ

ろ
う

か
ら

。

快

楽

に
負

け
た
人

(11

囚

の
状

態

に
あ

る
人
)
が
過

ち
を

犯

し

て

い
る

と

い
う
前
提

か

ら

、
「
そ

の
善

い

こ
と

が
悪

い
こ
と

に
打

ち
克

つ
価

値
を

も

た
な

い

(
　

)」

も

の
で
あ

る

こ
と
が
示

さ

れ
た

。

つ
ま
り
快

楽

に
負

け

た
人

は
、

価
値

の
な

い
善

い
こ
と
を

行

な
う

の

で
あ

る
。

が

、
善

い
こ
と
と

は
価
値

の
あ

る
こ
と

に
他

な
ら

な

い
以
上

、

価
値

の
な

い
善

と

い
う
　.肖
い
方

は
奇

妙

で
あ

ろ
う

。

け
れ
ど

、
も

し

こ

の
と
き

の

善

い
こ
と
と
悪

い
こ
と

と

の
相
対

的

な
価
値

が
両

者

の
相
対

量

に
よ

っ
て
決
ま

る
と

す

る
な

ら
ば

、

こ
表
現

は
必
ず

し
も

奇
妙

で
は
な

い
。

お

実
際

、
両

者

の
相
対

的
価

値
が

両
者

の
相

対

量

に
よ

っ
て
決

ま

る
、
と

ソ
ク
ラ

テ

ス
は

い
う

の
で

あ
㌔

ま

た
両
者

の
相

対

量
と

は
、

そ

の
各

々

の
量

が
確

定

さ
れ

て

い
た
上

で

の
み
語

り

え
た
。

そ
れ

故
四

の

「
行
為

」

と
は

、
㈲

㈲

に
お

け
る

「
行
為

」

諒
解

に
通
ず

る
。
な

ぜ
な

ら
ば

そ

の
諒

解

も

、

そ
れ

の
始

ま

り
と
終

り

と
が

決

定

し

て

い
て
、

そ

こ
に
快

苦

が

継

起

す

る
と

こ
ろ

の
そ

の
も

の

の
全

(総
)

体

と
し

て
措

定
さ

れ

お

た

ひ
と

の

生

を

モ
デ

ル
と

し

て

い
規
が

ら

で
あ

る
。

こ

の
と
き

の

善

悪

も

、

そ
れ

の
始

め

と

終
り

と
が

決

定

し

て

い
る

一
つ
の
全

体

と
し

て
措

定

さ
れ

た
行
為

に
継

起
す

る
も

の
と
し

て
含

ま
れ

る
と

理
解

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

と
す

る
と

、
価

値

の
な

い
善

い
こ
と

と
は

、
そ

こ
に

お

い
て



善

悪

が

継

起

し
、

そ

の
始

ま

り
と
終

り

と
が

決

定

し

て

い
る
も

の
と
し

て
措

定

さ
れ

た

一
つ
の
行

為

に

お

い
て
、
善

い
こ
と

の
量

よ
り
悪

い

こ

と

の
量

の
方

が
多

い
こ
と
を

意
味

す

る
。

か
く

し

て
、
快

楽

に
負

け
た
人

は
過

ち

を
犯

し

て

い
た

以
k

、
彼

は
善

の
量
よ

り
悪

の
量

の
方

が
多

い
、

　実

は
悪

い

(
し

て
は
な

ら
な

い
)

行
為

を

し

て
い
る

の

で
あ

る
。
こ

の
こ
と

を

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

、
「
負

け

る
」

こ
と

の
定

義

と

し

て

「
よ

り
少

な

い

図

善

を
得

る
た

め

に

(
り

、

負
ヒ
↓
h
)
よ
り
大

き

な
悪

い

こ
と
を
取

る
　

)」

と

語

る
d

で
あ

っ
た
。
し

か
し

で
は

、
「
よ
り
少

な

い
善
を

得

る
た

め

に

よ
り
大

き

な
悪

い

こ
と
を

取

る
」

そ

の

こ
と
は

、
何

で
あ

る

の
か
。

第

二
の
議
論

に
登

場

し
た

「
快
ー

善
」

と

い
う
快

楽

説

は
、
生

の
よ
さ

の
評
価

(
及
至

何
か

の
よ

さ

の
判
定

)

に

お

い
て

一
元
論

の
立
場

(
の

確

立

)
を

示
唆

し

た
。

で
は

、
よ

き
生

の
評

価

に
お

い

て

一
元
論

の
立

場

を
と

る
と

は
、

何
を
意

味

す

る

の
か
。

團

も

し
我

々

の
よ

く

な
す

(幸
福

)

が
大

な

る
長
さ

の
も

の
を

行
な

い
、
選

び
、
短

い
も

の
を
避

け

て
行
な

わ

な

い
と

い
う

こ
と

に
依

存

す

る

と

し
た
な
ら

ば

、
我

々

に
は
何

が
生

活

の
保
全

で
あ

る
よ

う

に
見

え
る

か
。

一
体
測

定

の
術

で
あ

る

か
、
現

象

の
力

で
あ

る
か
…

測
定

の
術

で

㈹

あ

る
。

の

ど

　

よ
き

生

と
よ
く

な
す

(
　

)
と
は
同

義

で
あ

殉
以
上

、
生

の
よ

さ

の
評

価

に
お
け

る

一
元

論

の
確

立

と
は

、
こ

の
と
き

、
「
大

い

に
価

値

テ
ク
ネ
　

の
あ

る
長

さ

の
も

の
を
行

な

い
、
短

い
も

の
を

行

な
わ

な

い
」

も

の
と

し

て
措
定

さ
れ

た
幸
福

を

保
証

す

る
技

術

(測

定
術

)

の
成
立

を
指

す
。

で
あ
れ
ば

、
善

の
量

よ
り
悪

の
量

が
多

い
行

為
を

行
な

う
と

は

、

一
体

、
何

と
な

る

の
か

。

ω

ち

ょ
う
ど
目

方

を
計

る

の
が
上

手

な
人

の
す

る
よ
う

に
、
…
快

い
こ
と

と
快

い
こ
と

と

の
目

方
を

比

べ
る
場

合

な
ら

、
目
方

の
よ
り

大
き

く

よ

り
多

い
方
を

常

に
取

る

べ
き
だ

(
　

)

し
、
…

苦

し

い
こ
と

の
重

さ
が
快

い
こ
と

の

重

さ
を

超

過

す
れ

ば

、
行
な

う

べ
き

で
は

な

い

聞

(
　

ま

さ

に
測

定
術

は
右

の
幸
福

を
実

現

す

る
た

め
の

い
わ
ば

道
具

で
あ

っ
た
以
上

、

ω

に
お

け
る

「
苦

(悪

)

の
重
さ

に
ま

さ

る
快

(善
)

の
重

さ

を

も

つ
行
為

を
行

な

う

べ
し
云

々
」

は
測

定
術

の
内
容

に
他

な
ら

な

い
。

つ
ま

り

「
善

の
量

よ
り
悪

の
量

が
ま

さ

る
行
為

を
行

な
う
」

と

は

、
右

の
幸
福

を
実

現
す

べ
き
行

為
者

が

そ

の
手
段

に
関

し

て
無
知

の
状

態

に
あ

る

こ
と
を
意

味

す

る
。
で
あ
れ
ば

、
「
善

の
量
よ

り
悪

の
量

が
ま

さ

る
行



為
を

行
な

う
」
快

楽

に
負

け

た
人

は
、
善

悪

の
測

定

に
お

い
て
無

知

の
状
態

に
あ
る

と

い
え

る
。
故

に

「快

楽

に
負

け

る
」

と

い
う

パ
ト

ス
と

は
、

鯛

無
知

と
定

義

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
所

謂
無

抑
制

と

い
う

こ

と

の
全

体
を

「
快

楽

に
負

け
る
」

と

い
う

パ

ト

ス

へ
.再
記
述

し
、

そ

の
パ

ト

ス
を

是
認

す

る

こ
と
は
誤

っ
て

い
る
と
見

倣

し
た
。

さ

ら

に

「
快
11

善
」

が
認

め
ら
れ

る

と
き

、
所
謂

無

抑
制

の
状

態

に
あ

る
人

(11

「
快

楽

に
負

け
る
」

と

い
う

パ
ト

ス

へ
陥

っ
た
人
)

は
過

ち

を
犯

し

て

い
る
と

い
う

一
つ
の
前

提

か

ら
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
彼
が
快

苦

(
の
選

択
)

の
測

定

に
関

し

て
無
知

で
あ

る

こ
と

を

明
ら

か

に
し
た
。

つ
ま

り
所

謂
無

抑

制

の
状
態

に
あ
る
人

は

、
自

ら
が

行
な

う
行

為

の
も

つ
よ
さ

(快

さ
)
を

知

る
と

い
う

こ
と

が
全

く
な

い

の
で
あ

る
。

5

し

か
し

、

こ
こ

で
、
我

々
が

考
え

る

べ
き
重

要

な
論
点

が
残

っ
て

い
る
。

つ
ま

り
前

に
述

べ
た
よ

う

に
、
「
徳

は

知

で
あ

る
」

と

い
う
命

題

は
、

㈹

第

二
の
議
論

に
お

い
て
、
勇

気

と

「
恐

る

べ
き

事

と
そ
う

で
な

い
事

と

に

つ
い
て
の
知

恵
」

と

の
同

一
を

明
ら

か

に
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
論

証

さ
れ

よ
う

と
し

た

の
で
あ

っ
た
。
さ

て

で
は

、
「
徳

は
知

で
あ
る
」

と

い
う
命

題

が

ソ
ク
ラ

テ

ス

・
プ

ラ

ト

ン
の
真

な
る
教

説
と

見
倣

し
う

る
限

り
、
も

し

そ

の
命

題

に
お

け

る

「
知
」

が

測
定

術

と
同

じ

で
あ

る
と
解

釈

さ
れ

う
る
な

ら
ば

、
測

定
術

は

「
快
11

善
」

を

前
提

の

一
つ
に
し

て
確

立
さ

れ

て

い
た

以
上

、

『プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』
の

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
快

と
善

と

を
同

一
視

し

て

い
た

と
考

え
ざ

る
を
え

な

い

で
あ
ろ
う

。
が

、
そ

こ
に
は

問
題

が
残

る
。

つ
ま

り

そ
の
命

題

に
お

け
る

「
知
」

が

最
終

的

に
は
測

定
術

と
見
倣

さ
れ

え
な

い
と

解

さ
れ
う

る

と
し

よ
う
。

で
あ
れ
ば

、

そ

の

と
き

、

『プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

の

ソ
ク

ラ

テ

ス
が
快

と

善

と
を
同

一
視

し

て

い
な

い
と
解

し

て
も

、

一
向
差

し
支

え

な

い

の
で
は
あ

る
ま

い
か

。
以
下

、

そ

の

こ
と
を
紙

面

の
許

す

限

り
、
考

察

す

る
こ
と

に

し
た

い
。

快

楽

に
負

け
る

と

い
う

パ

ト

ス
が
無

知

で
あ

る
の
が
規

定

さ
れ
た
後

(
　

)、
勇

気

と

「
恐

る

べ
き
事

と
そ
う

で
な

い
事

と

に

つ
い

て
の



知
恵

」

と

の
同

一
が
論

証
さ

れ
よ

う

と
す

る

の
だ

が

、
そ

れ

は
、

一
体

、
ど
ん

な
前

提

か
ら
証

明

さ
れ

よ
う

と

す

る
の
だ

ろ
う

か
。

以
下

、
そ

の

前
提

を

素
描

し
た

い
。

エ
イ
ド
　
ス

ω
誰
も

、
彼
が

な
し

て
い
る

こ
と

以
外

の
他

の

こ
と
が

よ
り
善

で
あ
り

、
而

も
可

能

で
も

あ
る

と
、

知

っ
て
も

、
思

っ
て
も

、
更

に

こ
れ
を

な

㈹

し

え

て
も

、
尚

そ

の
悪

い
こ
と
を

な
す

筈

は
な

い
。

デ
オ
ス

伍

困

恐
れ

と
は
悪

へ
の
予
期

で
あ

る
。

㈱

8
誰

も

、
自
分

が

恐
れ

て

い
な

い

こ
と

に
赴

く

こ
と
が

で
き

る
の

に
、
自
分

が

恐
れ

て

い
る

こ
と

へ
進
ん

で
赴
く

こ
と
は

な

い
。

ω
は

、
「
快

ー
善
」
と

い
う
前

件

か
ら
帰

結

す

る
後

件

で
あ
る
。
因

っ
て
、

ω

に
お
け

る

「
知

っ
て
も
」

の

「
知

る
」
が
測

定
術

と
何

ら
繋

り
を

も

っ
て
な

い
と
は

い
え

な

い
だ

ろ

う
。

困

は
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
が
与

え

た
恐

れ

に

つ
い
て

の
定
義

で
あ
る
。

囚

は
、

ω
が

一
般

化

さ
れ

た
命

題
目

「
善

ロひ

ラ

い
こ
と

の
代

わ

り

に
、
悪

い
と
考

え

て

い
る

こ
と

へ
進

ん

で
行

く

こ
と
は

人
間

の
本
性

に
は

な

い
」

と

、
体

と
か

ら
導

か
れ

た
命

題

で
あ

る
。

で

あ
れ
ば

、
囚

は
ω

の
前

件

た

る

「
快
11

善
」

と
ど

ん

な
繋

り
も
持

た

な

い
と

は

い
え
な

い
だ

ろ
う
。

し

た
が

っ
て
、
測
定

術

は

「快

ー

善
」

と

い

う

一
つ
の
前

提

か
ら
確

立

さ
れ

て

い
た
以
上

、
ω

困
8

が

測
定
術

と

何
ら

関
連

し

な

い
と
は

い
え
な

い
こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。
さ

ら

に
、
議

論

は

次

の
よ
う

に
続

く
。

㈲

㈲

臆
病

な
者

と
勇
敢

な
者

と
は

、
全

く
反

対

の
も

の
に
赴
く

。

㈲

㈱
参

戦

は
美

し
く

、
善

く

、
快

い
。

⑱

¢り

臆
病

者

は
進
ん

で
参

戦

し
よ

う
と

し
な

い
が

、
勇
敢

な

者

は
進
ん

で
参

戦

し
よ

う
と

す

る
。

㎝

8

㈲

㈱
¢D

が
認

め
ら

れ

て

い
る
と
き

、
「
臆
病

な
者

が
参

戦

し
よ

う
と

し
な

い
の
は
、
知

っ
て

い
て

で
は
な

い
」
図
と

語
ら

れ

る
。
だ

が
、
こ

の
と

き

、
問

題
が
残

る
。

つ
ま
り
図

に
お

い
て

、
臆
病

な
者

は
何

を
知

ら

な

い
か
ら

、
参

戦
し

よ
う

と

し
な

い

の
か
。

無
論

、
参

戦
が
美

し

く
、

善
く

、

快

い

こ
と
を

で
あ

ろ
う

。
し

か
し
参

戦

は
快

い
か
ら

、
美

し

い
の
か

、
そ

れ
と

も
美

し

い
か
ら

、
快

い
の

で
あ
ろ
う

か
。

仮

に
参

戦

は
快
だ

か
ら

、
美

し

い
と
見

倣

し
う

る
場
合

、
臆
病

者

は
測

定
術

を
欠

く

が
故

に
、
参

戦

し
よ
う
と

し
な

い
の
だ

と

い
え

る
か
も

し

れ



な

い
。
つ
ま
り

測
定
術

は
快

苦

の
選
択

に
関

わ

っ
て

い
た

か
ら

で

あ
る
。
然

る

に
参
戦

は
快

い
か
ら

、
美
し

い
と
は

い
え

な

い
の

で
は

あ
る
ま

い
か
。

が

な

ぜ
な

ら
ば
臆

病
者

も
勇

敢

な
者
も

、
敵

が

侵
入

し
戦

わ

ね
ば
な

ら

ぬ
と
き

、
等

し

く
誇
痛

を

覚
え

為
が

ら

で
あ

る
。

で
あ

れ
ば

、
参
戦

は
美

し

い
か
ら

、
快
だ

と

は

い
え
ま

い
か
。
だ

と
す

る

と
、

こ

の
と
き

、
臆
病

者

が
参
戦

し

よ
う

と
し

な

い

の
は
測

定
術

の
欠

如

の
故

に
と

い
う

よ
り

は

む

し
ろ

、
参
戦

が
美

し

い
こ
と
を

知

る
と

い
う

そ

の
こ
と
が

な

か

っ
た
が
故

で
は
な

い
の
か
。

つ
ま

り
彼

が
参

戦

し
よ

う
と

像

い
の
は
、

何
が

　

恐

ろ
し

い
こ
と
な

の
か

を
知

ら
な

い
が
故

で
は

な

い
の
か
。

だ

と
す

る
と

、
臆
病

者

は
恐

る

べ
き
事

の
無
知

故

μ
臆
病

で
あ
る
と

い
え

よ

う
。
他

ゆ

方

・
臆

病

な
者

は
臆
病

そ

の

こ
と

の
故

に
臆
病

で
も

あ

る
と
す

る
と

、
臆
病

と

は
恐

る

べ
き

こ
と

の
無

知

で
あ

る
と

い
え
よ
う

。
し

た
が

っ
て
、
臆

病

と
同

一
視

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
無
知

は

測
定

術

の
欠

如

に
等

し

い
と

は
見
倣

さ

れ
な

い
の

で
は

な

い
か
。
で
あ

れ
ば

、
『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』
の

ソ

カ

ク

ラ

テ

ス
が
快

と
善

と
を

同

覆

し

て
じ
な

猶

考
え

る

に
し

て
も

、
「
徳

は

知

で
あ
る
」
と

い
う
命

題
は
論

証

さ

れ
う

る

こ
と

に
な
り

は

し
ま

い

か
。と

は

い
え

・
以
上

の
考
察

か
ら

は
・

「徳

は

知

で
あ
る
」
と

い
う
命

題

に
お

け
る

「知

」
が

真
実

何
を
意

味

す

る
か

は
、
未

だ
何

ら

明
ら

か

に
な

っ
て
な

い
と

い
わ
ざ

る

を
え

な

い
。
し
か

し
少

な
く

と
も

、
『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』
の

ソ
ク
ラ

テ

ス
が
快

と
善

と
を
同

一
視

し

て

い
な

い
と
考

え

る
に

し

て
も

・
「
徳

は
知

で
あ

る
」
と

い
う
命

題

が

ソ
ク

ラ
テ

ス
に
と

っ
て
、
ま

た
プ

ラ
ト

ン

に
と

っ
て
真

な
る
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と
は

、
否

定

し

難

い
と

い
え

よ

う
。

そ
し

て
そ

の

こ
と
を

明
ら
か

に
す

る

こ
と

は
、
小

論

の
意
図

で
も

あ

っ
た

の

で
あ

る
。

(註
)

　
と
略
す
)。

cf. 
M

eno 
87A

 
sqq., 

Protagoras 
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sqq.
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G

orgias 
481B

 
sqq., 

Phaedo, 
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⑩

別

の
理
由
は
、
「勇

気
は
魂

の
本
性

と
良
き
養
育

か
ら
生
ず
る
」
(
　

)
で
あ
る
。

　
と

同

じ

対
象

に
か

か
わ

る
と

理

解

し
た

い
。

　
と
同

じ
。

　。

尚

、
快

楽

説

を

め

ぐ

る
解

釈

に
は

、
ω

ソ
ク

ラ

テ

ス

の
見

解

と
す

る

も

の
　

プ

ラ

ト

ン

の
見

解

と

す

る
も

の
　
　

　「徳
は
知

で
あ
る
」

を
証
明
す
る
た
め
の
単

な
る
前

提

で
あ

っ
て
、
対
話
篇

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
快
楽
説
を
信
じ
て
い
な

い
と
見
倣
す
も

の
　
　

　
に
大
別
さ
れ
よ
う
。

㈲

『弁

明
』
か
ら

『プ

ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
ま
で
の
プ

ラ
ト

ン
の
思
索

に
変
更

が
な

い
と
す
る
根
拠

に
つ
い
て
は
別

の
機
会

に
考
察
し
た

い
。

　　
　

尚
引
用
文
は
原
則
と
し
て
岩
波
版

『プ

ラ
ト

ン
全
集
』

に
依
拠

し
た
。
ま
た
引
用
文
申

の
傍
点

は
全

て
筆
者

が
加
え
た
。

　
。

　

ラ

　。

ア
ガ
ト
ン

図

仮

に
よ
き
生
は
善

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
。

　
。　
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⑳

「何

だ

っ
て
---で
は

あ

る
ま

い
ね
」

と
訳

さ
れ

た
　

は
否

定

の
答

え

を

期
待

す

る
質

問

で
使

用

さ

れ

る

用
法

で
あ

る

。 　

　「僕

と
プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
が

言

っ
て

い
る
よ

う

に
」
は

、
両

者

が

と

も

に
快

と

善

と

を

同

一
視

し

て

い
る

こ
と

を
表

わ
さ

な

い
。
倒

の

。
。
三
①
ζ

は

、
班

が

快

と

善

と
を

同

一
視

し
な

い
立

場

に
と

ど
ま

る
か

否

か
を

診

察

す

る
た

め

に

、
　

と

の

問

答

形

式

で
展

開

さ

れ

て

い
た

か

ら
。　

　。こ

の
時

点

で
は
、

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
も

快

と
善

と
を

同

一
視

し

て

い
る

。

そ
れ

は

、

ゆ

に

お

け
る

ソ
ク

ラ

テ

ス

の
要
約

に
彼

は

異

議

を

唱

え

て

お
ら

ず

、
沈

黙

し

て

い
る

か
ら

。

ω

テ
キ

ス
ト

で
は

こ
の

「
知
」

は

、
　

(後

に
は
　

も

表

出

す

る

)

で

以

っ
て
表

現

さ

れ

る
。
こ
れ

は

、
「知

↓
行

為
」

に

お
け

る
論

理

的

な

随
伴

関

係

を

考
察

す

る
上

で
、

重
要

な

鍵

に

な

る
と

予

想

さ

れ

る
。
　

。

　
人

間

に
お

け
る

知

の
権

威

を

否

定

す

る

「
世

人
」

の
立

場

は

、
後

に
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
に

よ

っ
て

「
無

抑
制

(
　

)」

と
呼

ば

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
、
　

。
彼

の

ア
ク

ラ

シ
ア
論

が
プ

ラ

ト

ン

の

『プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
を
意

識

し

て

い
る

こ
と

は
確

か

(
　

)

で
あ

る

け

れ
ど

も

、

こ
こ

で
は

、
差

し
当

り

、

彼

の
立
場

と

こ

の

「世

人
」

の

立
場

を

区

別

す

る
た

め

に
、
後

者

を

所

謂

無
抑

制

と
呼

び

た

い
。

　
㈹

快

が
等
質

で
あ
る
と
見
倣
し
う
る
か
、
ま
た
快
苦

の
選
択
に
関
わ

る
測
定
術
が
術
と
し
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
『プ

ロ
タ
ゴ

ラ
ス
』
に
お

い　
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D
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Phr. 
(1961)°



㈱

測
定
術
は
簡
単

に
い
っ
て
、
快

と
い
う
も
の
が
み
な
等
質

で
あ

る
と

い
う
想
定

の
も
と
に
、
そ
う

い
う
快

の
量
を
測
る
も

の
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と

考
.尺
ら
れ
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
快

が
果
た
し
て
、
み
な
等
質

で
あ
る
か
と
い
う
快
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
測
定
術

の
枠
組
の
外

に
あ
る
と

い
え

よ
う
。
そ
れ
故
、
快

と
は
何
か
と

い
う
考
察

に
お
い
て
問
わ
れ
う
る

「
真
実

の
快
」

に
関
す
る
問
題
は
、
小
論
に
お
け
る

「快

と
善
と

の
同

一
視
」
を
め

ぐ
る
考
察
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し

て
お
き
た

い
。

尚
、
森
俊
洋
氏
、
「知
識
と
行
為

、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
合

:

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ
ス
』

ω
馨
ぴ

以
下
」

(福
岡
犬

学
研
究
所
報
第
十
ヒ
号
)、
及
び
水
崎
博
明
氏

の

(
一
九
八
三
年
九
州
大
学
哲

学
会
秋
季
大
会

に
お
け
る
)
助
言
を
参
照

さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
併

せ
記
し

て
感
謝
し
た

い
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
哲

学
)

㈹

「
を

べ
h、
(を

得

る

た

め

に
)」

の
考

察

に

つ
い

て

は

』
　

を
参

照

。

. 　「君

等

の
考

え

で
は
　

)」

と

い
う
訳

語

に

つ

い
て

は
、
　

を
参

照
。
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