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ヒ

ュ
ポ
テ

シ

ス
、
あ

る

い
は
想

起
説

の
逆
照
射

ー
プ

ラ

ト

ン

『
メ

ノ

ン
』

篇

へ
の
探
究

序

説
1
!

長

友

敬

一

1

『
メ

ノ
ン
』
篇

で
、

徳

の

「何

で
あ
る

か
」

の
探
究

が
ア
ポ

リ

ア

に
陥

り
、

「
想
起

説

」

に
基

づ
く
新

た

な
探
究

が

予
感

さ
れ

た
そ

の
時
、

対
話

人
物

メ

ノ

ン
は
、
「
徳

は
教

え

ら
れ

る

か
否

か
」

の
問

い
を
再

び
掲

げ

る
。

そ

こ
で

ソ
ク

ラ
テ

ス
は
、

「
何

で
あ

る

か
」
が

ま
だ

わ

か

っ
て
な

い
も

の
に

つ
い
て
、

「
い
か
な

る
性

質

の
も

の
か
」

を
考

察

す
る
方

法

と
し

て
、

「
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
」

の
方
法

を

導
入

す
る
。

そ

の

「
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
」

T
)

は
、

周
知

の
様

に
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
そ

れ

と
は
異

な

っ
た
様

相

を
持

ち
、

ま
た
、

『
国

家
』
や

『
パ

イ
ド

ン
』
、

『
パ

ル
メ

ニ
デ

ス
』
の
そ

れ
と

(2
V

も
趣

を
異

に
す

る
。

そ

し
て

一
つ
の
要

と
な

る
事
柄

と
し

て
、

「徳

は

知

で
あ

る
か
」
が
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

し
か
し

こ
の
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス

に
よ

っ

て
得

ら

れ
た

「徳

は
知

で
あ

る
…
徳

は
教

え

う
る

も

の
で
あ

る
」
と

い
う

帰
結

は
、

最
終

的

に
は

、
実
際

に
徳

の
教

師

が
存
在

し
た

こ
と

が
な

か

っ

た
、

と

い
う
事

実

に
よ

っ
て
覆

え

さ
れ

る
、

と

さ
れ

て

い
る
。



こ
の

「
ヒ

ュ
ポ

テ
シ

ス
」
の
箇
所

に
関

し

て
、
多

く

の
論
者

は
、

「想

起
説
」

で
披

か

れ
た

「
何

で
あ

る

か
」

へ
の
探

究

の
端
緒

が

、

こ

の
ヒ

ュ

ポ

テ

シ
ス

で
は
事
実

上
頓

挫

し

て
し

ま
う
、

と

い
う

マ
イ

ナ

ス

の
イ
メ

ー
ジ

を
提

示
し

て

い
る
が

、
プ

ラ

ト

ン
が

ツ偏
の
対
話

篇

の

こ
の
箇

所

を
書

い
た
時
、

ヒ

ュ
ポ

テ

シ

ス
を

一
種

の
挫

折
或

い
は
後

退

の
途

と
し

て
考

え

て

い
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

そ

の
こ

と
は
、

そ

こ
で
言

わ

れ
る

「
知

」
が
、

こ

の
箇

所
以

外

の

コ

ン
テ
キ

ス
ト

で
述

べ
ら

れ
る

「
徳

は
知

で
あ

る
」
と

い
う
言

明

と
同

じ

「知

」

を
示
す

も

の
な

の
で
あ

ろ
う

か
、

と

い
う
疑

問

と
関
連

す

る
。

そ

も
そ

も
、
プ

ラ
ト

ン
が
対
話

篇

で

用

い
て

い
る

「知

」

と

い
う
言

葉

に
は
、

一

定

の
意
味

が

あ

る
の

で
あ

ろ
う

か
、

そ
れ

と
も

そ

れ
は
そ

れ

ぞ
れ

の

コ

ン
テ
キ

ス
ト

に
即

し
て
理

解

さ
れ

る

べ
き
も

の
で
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

も

し
、

こ
こ

で

の

「
知
」

が
特

別

の
意
味

を
持

っ
た
も

の
で
あ

る
な

ら
ば
、

そ

の
意
味

で

の

「
徳

は
知

で
あ

る
」

が
覆

さ
れ

た

と
し

て
も
、

別

の

コ

ン
テ

キ

ス
ト
で

の

「
徳

は
知

で
あ

る
」

と

い
う
言

明

は
、

承
認

さ

れ
る

も

の
と
し

て
残

り

う
る

の

で
は
あ

る

ま

い
か
。

ま

た
、

そ

の

「
徳

は
知

で
あ

る
」

と

い
う
言

明

と
重

ね
ら

れ

て

「
徳

は
教

え
う

る
」

と
述

べ
ら
れ

る
時

、
そ

れ

は
そ

れ
以
前

の
箇

所

で

「
想
起

す
る

こ
と

」
と

し

て
述

べ
ら
れ

た

「学

ぶ

こ
と

(
　

)
」

と

い
か
な

る
連
関

を
持

つ
の
で
あ

ろ
う

か
。

『
メ
ノ

ン
』
篇

の

ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス

は
、

そ

の
特

異

さ
故

に
、

こ
う

し

た
疑
問

を

わ
れ

わ
れ

に
投
げ

掛

け

る
。
筆

者

は
、
可

能

な
限

り
、

そ
う

し

た

事

柄

を
後

づ
け

て

ゆ
き

た

い
と
考

え
て

い
る
。

11

『
メ

ノ

ン
』
篇

の
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
は
、

次

の
様

に
述

べ
ら
れ

る
。

①
徳

が
知

識

と
は
異

な

る
性
格

の
も

の
な

ら
、
徳

は
教

え

ら
れ

る

か
、

教

え

ら
れ

ぬ
か

(
　

)
.

②

人
間

が
教

わ
る

も

の
は
知
識

以

外

の
も

の

で
は
な

い
こ
と
は
何

び

と

に
も
明

ら

か

(
　
)

③

も
し
徳

が

一
種

の
知
識

で
あ
れ

ば
、

徳

は
教

え
ら

れ
う

る

(
　

)
.



④

次

に
、
徳

は
知

識

で
あ

る

か
、
知

識

と
は
別

の
性

格

の
も

の
か

(
　

⑤

徳

は
善

き

も

の
で
あ

る
、
徳

は
善

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と
は
確

か

な
仮
設

で
あ

る

(
　

)
・

⑥

知

識

と
切

り
離

さ
れ

て
な

お
善

で
あ

る
も

の
が

あ

れ
ば

、

徳

は
知
識

の

一
種

で
は

な

い
か

も
し
れ

ぬ

が
、
知

識

が
包
括

し

な

い
よ
う

な
善

は

一

つ
も

な

い
と
す

る
な

ら
、
徳

は
知

識

の

一
種

で
あ

る

(
　

)
・

ノ

へ

⑦

と

こ
ろ

で

(
　
)

、

わ
れ

わ
れ

が
善

き
人
間

で
あ

る

の
は
、
徳

に
よ
る

(
　

⑧
善

き
人
間

で
あ

る
な

ら
、
有

益

な
人

間

で
あ

る

(
　

⑨
全

て
善

き

も

の
ど
も

(
　

)
は
有

益

だ
か

ら

(
　

)
・

⑯

従

っ
て
、
徳

も
ま

た
有

益

な

も

の
で
あ

る

(
　

)
・

⑪

ど

の
よ

う
な

も

の
が
わ

れ
わ

れ

に
対

し

て
有
益

か
、

の
例

示
。

　
健

康

・
強

さ

・
美

し

さ

・
富

お
よ
び

こ
の
類

の
も

の
を
我

々

は
有

益

な

も

の
と
呼

ぶ

(
　

)
.

　
し

か
し
以
上

の
も

の
は
時

に
害

を
与

え

る
と

も
主
張

す

る

(
　

リ

ノ

コ

　
こ
れ

ら
を
導

く

も

の
が
正

し

い
使
用

(
　

)

で
あ

る
場

合

は
有
益

と
な

る

(
　

)
・

　
更

に
節

制

・
正
義

・
勇
気

・
飲

み

込

み
の
よ

さ

・
記

憶
力

・
度

量

の
大

き

さ

の
中

で
、

知
識

と

は
別

の
も

の
が

あ
る

な
ら
、

そ

れ
は
時

に
有

害

、
時

に
有

益

で
あ

る
　

(
　

)
勇
気

が
知

で
な
く

一
種

の
空

元
気

な

ら
、
知

が
伴

わ

ね
ば
害

を

得
、
伴

え
ば

益

さ

れ
る

(
　

)

(
　

)
節
制

や
飲

み
込

み

の
よ
さ

も
、
知

性

を
伴

え
ば
有

益

・伴

わ
ね
ば

有
害

で
あ

る

(
　

⑫
例

示

の
総
括

・
魂

の
内

の
引

き
受

け

た
り

耐

え
た
り

す

る
も

の

の
す

べ
て

(
　

)



は
知

が
導

く

と
き
幸

福

を
結

果

し
、
無

知

が
導

く

と
き
は

反
対

の
結

果

に
な

る

(
　

⑬

と
す

る

と
、
も

し
徳

が
魂

に
於

け

る
も

の
ど
も

の

一
つ

(
　

)

で

あ
り
、

必
ず

有
益

な

も

の
な

ら
、
徳

と

は
知

で
あ

る

べ

き

で
あ

る

(
　

⑭

な
ぜ

な
ら
、

魂

と

い
う

と
こ

ろ
で
在

る

も

の
ど

も
(
　

)
は
、

知

も
し

く
は
無

知

が
働

く

こ
と

に
よ

っ
て
、

有
害

な

も

の

や
有
益

な

も

の
に
な

る

か
ら

(
　

⑮

従

っ
て
徳

が
有
益

な

も

の
で
あ

る
以

上
、

徳

は

ひ
と

つ
の
知

で
あ

る

べ
き

で
あ

る

(
　

⑯

更

に
⑭

の
場

合

と
同
様

、
富

そ

の
他

も
、

魂

が
正

し
く
導

け
ば

有

益

で
あ

る

(
　

⑰

正

し
く
導

く

の

は
、
智

恵

の
あ

る
魂

で
あ

る
　

⑱

人
間

に

と

っ
て
、
他

の

一
切

の
も

の
は
魂

に
依

存

し
、
魂

に
属

す

る
も

の
ど
も

は
知

に
依

存

す

る
、
も

し
そ

れ

ら
が
善

き
も

の
ど

も
な

ら

ば

　
⑲

す

る

と
、

有
益

な

も

の
ー
知

で

あ

る

(
　

⑳

す

る

と
、

徳

は
知

で
あ

る

(知

の
全
体

か

一
部

か
は

問

わ
な

い
に
し

て
も
)
　

⑳

従

っ
て
、

す

ぐ
れ

た
人
物

は
生

象
れ

つ
き

の
も

の
で
は

な

い

(
　

⑳

す

る
と
、

す

ぐ
れ

た
人
物

の
徳
性

は
学

ぶ
こ

と

に
よ

っ
て
得

ら
れ

る

(
　

〔⑳

し
か

し
、
徳

の
教

師

は
今

ま

で

い
な

い
で
は
な

い
か

(
　



Ⅲ
こ
の
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
は
、

次

の
様

に
解
析

出
来

る
。

ま
ず

、
①
～

③

で
、

「
徳

が
知

識

な
ら
教

え

ら
れ

る
」

と

い
う
確

認

を
す

る
第

一
段
階

が
終

了

す

る
。

そ
れ

は
次

の
様

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

へ

「
そ

こ

で
、
ま
ず
最

初

に
、
も

し
徳

と

い
う
も

の
が

、
知
識

と

は
異

な

っ
た
性
格

の
も

の
だ

と
し

た
ら
、
そ

れ

は
教

え
ら

れ
う

る

(
　

)

だ

ろ
う

か
、
教

え

ら

れ

な

い
だ

ろ

う

か
?

或

い

は
、

わ

れ

わ

れ

の

さ

っ
き

の
説

(
想

起

説

)

に

従

っ
て
、
想

起

さ

れ

う

る

も

の

(
　

)
だ

ろ
う

か
、

と
言

っ
て
も
よ

い
が
、

ま
あ

、

ど
ち

ら

の
言

い
方

を

使

っ
て

も
、

さ
し
あ

た

っ
て
、

わ
れ

わ
れ

に
は

少

し

も
違

い
は
な

い
と

い
う

こ

と
に

し
て

(
　

)
"
教

え

ら
れ

る
だ

ろ
う

か
、

と
問

う

こ

と
に
し

よ
う

。
ー

そ
れ

と
も
、

こ
の
点

は
わ

ざ

わ
ざ
問

う

ま

で
も
な

い
こ
と

で
あ

っ
て
、

人
間

が
教

わ

る
も

の

と

い
え

ば
、

そ

れ
は
知

識
以

外

の
も

の
で
は

な

い
と

い
う

こ
と

は
、
何

び

と

に
も
明

ら

か

(
　

)
な

こ

と
だ

ろ
う

か
?

(
　

)
」

こ
こ

で

「
教

え
ら

れ
う

る

(
　

)
」
と

「
想
起

さ

れ
う

る

(
　

)
」
と

の
等

価
性

が
述

べ
ら
れ

る

と
、

従
来

さ
れ

て
き

た
。

し

か

し

「想

起
説

」
の
場
面

で
は
、

「教

え
る

の

で
は
な

く
、

想
起

す

る
」
と
述

べ
ら
れ

て

い
た
。

と
す

る

な
ら
、

こ
の
等
価

性

は

ど
う
捉

え

る

べ
き

で
あ

る

の
か
。
　

は
　
と
　

の
違

い
に
基

づ

い
て
、
　

　
と

い
う
語

を
導

入

し
、

そ

の
等
価

性

を
擁
護

す

る

(
そ
れ

は
更

に
、

『
テ

ィ

マ
イ
オ

ス
』
　

の
、

「
説

得

す
る

こ
と

」
に
対

す

る

「
教

え
る

こ

(3
)

と
」

に
負

っ
て

い
る
)
。
　

の
言

い
分

に
は
傾

聴

す

べ
き
も

の
が

あ

る
が
、

し

か
し

こ

こ
の

コ
ン
テ
キ

ス
ト

で
、
何

故

ソ
ク

ラ
テ

ス

ヘ

ゴ

へ

は
、
確

実

な
言

い
方

を

せ
ず
、

命
令

形

に
続

く
言

い
方

(
　

)
を

用

い
て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

そ

こ
に
或

る
留

保

を
読

み
取



れ

る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

ま
た
、

こ

の
引

用

の
最
後

の
文

「
人
間

が
教

わ

る
も

の
と

い
え
ば

、

そ
れ

は
知
識

以
外

の
も

の
で

は
な

い
と

い
う

ノ

ひ

こ
と
は
、
何

び

と

に
も
明

ら

か

(
　

)

な

こ

と
だ
」

と

い
う
言

い
方

に
も
注
意

を
払

う
必

要

が
あ

る
。

即

ち
、

こ
こ

で

の

「
何
び

と

?
)

に
も

(
　
)
」

と

い
う
言

い
方

を

さ
れ

て

い
る
人

々

は
ご

く

一
般

の
人

々

で
あ

り
、
彼

ら

が
　

の
述

べ
る

よ

う
な
　

で

の
、

の

ヘ

へ

「
想

起

さ
れ
う

る

(
　

)
」
と
重

ね

ら
れ

る

「
教

え
ら

れ
う

る

(
　

)
」
を
用

い
て

い
る
保
証

は
何

処

に
も

な

い
ー

と

い
う
よ

ゆ

へ

り
、

彼

ら
は
寧

ろ

「
想
起

さ

れ
う

る

(
　
）
」

と

い
う

こ
と

に
気
付

い
て

い
な

い

の
で
あ

る

(
　

を
評
価

し

な
が

(
5
)

ち

も
、
等

価

性

を

額

面

通

り

に

受

け

取

る

必

要

は

な

い

こ

と

を

主

張

し

て

い
る
)
。

そ

こ

で
、

筆

者

は
、

こ

こ

で

の

「
想

起

さ

れ

う

る

(
　
)
」

の
導

入

は
、

「教

え
ら

れ
う

る

(
　
)
」

と
等
価

な

も

の
と

い
う
仕
方

で
導
入

溢

れ
た

の
で

は
な
く

、
寧

ろ
、

「
知

識
」

と

い
う
言

葉

に
牽
引

さ

れ

て
導

入

さ
れ

た
も

の
と
考

え
る
。

つ
ま
り
、

「
『教

え

ら
れ

う

る
』

と

い
う

言
葉

を
考

察

す
る
場

合
、

直

ち

に
わ
れ

わ
れ

は

『知

識
』

を

『
教

え
ら

れ
う

る
幅

の
対

象

と

し
て
挙
げ

る

の
で
あ

る
が
、

わ

れ
わ

れ

の
先

程

の

欄
想

起
説

』
で

は
、

『知

識

』
は

『
想
起

さ

れ
う

る
も

の
』
と

し

て
あ

っ
た
。

し

か
し
現
在

の
考

察

で

は

『教

え

ら
れ

う
る
』
を
扱

う

わ
け

で
あ

る

か
ら
、

『
想
起

さ

れ
う

る
も

の
』

の
方

は
措

く

こ

と

に
し

な

い
と
、

『
教

え
ら

れ
う

る
』
の
考
察

は
始

ま

ら
な

い
で
は
な

い
か
」
と

い
う

、

一
種

の

エ
ク

ス
キ

ュ
ー
ズ

が
、

こ

の
箇

所

で

は
述

べ
ら

れ

て

い
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

従

っ
て
、

さ

し
あ

た

っ
て

は

「
教

え

ら
れ
う

る

(
　

)
」
と

の
等

価
性

は
留

保

さ

れ
て

い
る

と
し

て
よ

い

の
で

は
な

い
か

と
考

え
る
。

そ
う

い

っ
た
意

味

で
、

こ

の
時
点

で

は
、

「教

え

ら
れ

う

る

(黛
9

k
独

讐
ご

と

い
う
欝

葉

は
、

ご
く

日
常

的

な
意
味

で
用

い
ら

れ

て

い
る

と
考

え
て

よ

い
で
あ

ろ
う

。

と
す

る

な
ら
、

わ

れ
わ

れ
は
此

処

で
、

二

つ
の

「
知
識

し
を
確

認

す

る
事

に
な

る
.

ひ
と

つ
は
、

「
想

起

す
る
し
と

い
う
仕

方

で
語

ら
れ

る

「知

識

」

で
あ
り

(
こ
れ

を

「
知
識

A
」

と
し
、

そ

れ
を
学

ぶ

こ
と
を

「
学

び

A
」
と

し
よ

う
)
、

も
う

ひ

と

つ
は
、

一
般
的

に

「教

え
ら
れ

る
」

と
こ

ろ

の

「
知
識

」
で
あ

る

(「
知

識

B
」
と
し
、

そ

れ
を
学

ぶ
こ

と
を

「学

び

B
偏
と
し

よ
う

)
。

そ
し

て
以
下

の
議

論

は
、
後

者

の

「知

識

8
」
ー

そ

れ

は
独

特

な
意
味

づ

け
が

な
さ

れ

る
ー
…

に
関

し

て

お
こ
な

わ
れ

て

ゆ
く
。

し

か
し

そ

の

「
知
識

B
」

と

は

い
か
な

る
も

の

で
あ

ろ
う

か
。

わ

れ

わ
れ

は
、

以
下

の
議
論

の
展

開

と

と
も

に
、

そ

の
こ
と

が
明

ら

か
に
な

る
過
程

を

見

て
ゆ
く

こ
と

に
な
る

だ
ろ

う
。



W
ⅳ

さ

て
次

の
段

階

と
し

て
、
④

～
⑥

で
は
、

「
徳

は
知

識

か
ど
う

か
」
が
考
察

さ
れ

る
。
此

処

で
、
善

を
中

項

と

し
た
、
徳

と
知

の
関

わ
り

が
述

べ

ら

れ

て

い
る

が
、
⑤

の

「
徳

は
善

で
あ

る
」

は
、

何

ら

の
前

提

も
な

く
次

の
様

な
仕

方

で
認

め
ら

れ

て

い
る
。

「
で

は
、

ど
う

だ

ろ
う
。

わ
れ

わ

れ
は

そ

の

『
徳
』
を
、

『善

で
あ

る
』
と
主

張

す
る

以
外

の
な

に
も

の
で
も

な

い
だ
ろ
う

?

そ

し

て
そ

ヘ

ノ

へ

の

こ
と
、

つ
ま

り
、

『
徳

は
善

で
あ

る
』
と

い
う

こ
と

は
、

わ
れ

わ
れ

に

ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス

と
し

て
留

ま
る

の

で
は
な

い
か
?

(
　

ミ

ゴ

リ

ノ

ロ

へ

ゆ

ノ

ゆ

ヘ

ノ

ミ

っ

つ

ヘ

へ

の

コ

リ

ノ

リ

ノ

リ

　(6
V　

　
　

)
」

・

ゆ

へ

リ

へ

こ

こ
で
ギ

リ

シ
ア
語

に
お
け

る
　

と
　

の
意

味

の
相
関

か
ら
、
「徳

11

善
」
が
自

明

の
理

で
あ

る
と
す

る
論

者

も

い
る
。
し

か
し

こ

こ

の
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス

は
、

そ
も

そ
も
、

「
徳

が
何

で
あ

る

か
も

ど

の
よ
う

な
性

質

で
あ

る

か
も
わ

か
ら

な

い
の
だ

か
ら

(
　

)
」
と

い

っ
た
条

件

の
も

と

で

の
考

察

の
方

法

と

し

て
導

入

さ
れ

た

こ
と
を

考

え
れ
ば

、
筆

者

は
、

「
徳
11

善
し
も
考

察

さ
れ

る

べ
き
言
明

で
あ

る
と
す

る
主
張

に
賛

(7
)

成

す

る
。
例

え
ば
　

は
、
中

性

で
述

べ
ら

れ

た
　

は
有

益
性

を
意

味

す

る
、
と
述

べ
、

「徳
ー

善

」
を
自

明

の
理

と
す
る

こ

と
を
回
避

(8
)

す
る
。

こ

こ
で

は
無
論

そ
う

し

た
意
味

も
否

定

出
来

な

い
が
、

し

か
し

テ

キ
ス
ト

に

は
有

益

性

の
み

に
限
定

す

る
要
請

も
働

い
て

い
な

い
し
、

ま

た
そ

う
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
プ

ラ
ト

ン
が
初

期

か
ら
考

察

し
続

け
た

「
善
」

の
問
題

も
覆

わ

れ
て

し
ま
う

と
筆

者

は
考

え

る
。

従

っ
て
、

こ
こ

曽

、

(
9

)

で
は
　

は
、
無

限
定

な
意

味

で

「善

」

と

し

て
お
く
。

従

っ
て
、

善

と
有

益
性

の
関

わ

り
が
述

べ
ら
れ

る

の
は
、
⑦

か
ら

で
あ

る

(
こ

の

(10
)

見
方

に

つ

い
て
は
、
　

参

照

)
。



つ
ま
り

、

こ
こ

で
⑥

に
対
す

る
更

な

る
探
究

が
進

め

ら
れ

ぬ

ま
ま

に
、

ま
た
、
⑤

「
徳

ー
善

」
は

、

ヒ

ュ
ポ

テ

シ

ス
と
言

わ
れ

て
は

い
る

が
、

そ

れ
は
何

の
前
提

も

な

し

に
提

出

さ
れ
、

し

か
も

そ
れ

以
上

の
考
察

は
さ

れ
な

い
ま
.ま

に
、
論

は
も

う

ひ
と

つ
の
途

へ
と
移

る

こ
と

に
な

る
の

で

あ

る

(⑦

の
冒

頭

の
　

は
、
　

や
　

に
従

わ
ず

に
、

単
純

に
　

と
採

る
)
。

こ

こ
で

の

「
善

」
の
問
題

も

考
察

リ

へ

す

べ
き
重

要

な
問
題

で

は
あ

る
が
、

し

か

し
今

は
、
次

の
⑦

以
下

の

「
善

き

こ

と
ど
も

(
　

)
」
と

は
そ

の
射
程

を
異

に
し

て

い
る
、

と

い
う

こ
と
を
確

認
す

る

に
と

ど
め

て
、
次

の
議

論

を

み
て

ゆ
く

こ
と

に
し

よ
う
。

V

こ
う

し

て
、

「
徳

は
知

識

か
ど

う

か
」
が

「
有
益

」
を
中
項

と
し

て
考
察

さ

れ
る

の
は
、
⑦

か
ら

で
あ

る
。

そ

こ
で

は
、
⑦

「
徳

に
よ

っ
て
善

き

ひ
と
」

と

い
う
言

明

と
、
⑨

「
全

て

の
善

き
も

の
ど

も
11
有

益

」

か
ら
導

か

れ
る
⑧

「
善

き

ひ

と
ー

有
益

な

ひ

と
」

と

い
う

言
明

か

ら
、
⑩

「
徳

ー
有

益

」
が
帰

結

す
る
。

そ

こ
で
そ

の
論
拠

の

一
端

を
担

う
⑨

「
全

て

の
善

き
も

の
ど

も
ー
有

益
」

は
、

更

に
そ

の
有

益
性

の
論

拠

を
、
推

論
自

体

か

ら
は
独

立

に
与

え

ら

れ
て

い
る
⑪

の

「
例

示
」

に
負

う
。

筆
者

は
、

こ
の

ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
を
基

本

的

に
支

え
て

い
る

の
は
、

こ
の
箇
所

で

あ

る
と
考

え

る
。

」
お
の
お
の
の
言
葉
を

う
ノ
　
で
は
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
お
の
お
の
の
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
⑪
で
、
「
わ
れ
わ
れ
を
益
す
る
も
の
(

」
こ

の
例

と

し

て
、

健
康

・
強

さ

・
美

し

さ

・
富

が
挙

げ

ら
れ
、

そ

れ
ら

を
有

益

な
も

の
と

「
わ

れ
わ

れ
は
言

っ
て

い
る

(
　

　
)
」
。

そ

し

て
、

「
こ
れ

ら
を
導

く

(
　

)
も

の
が

正

し

い
使

用

(
　

)
で

あ

る
場
合

は
有

益

と
な

る
」

と
さ

れ

る
。

そ

こ
で
、

　

ヘ

へ

き

そ

の

「
正

し

い
使

用
」

に
、

「
知
　

の
三
様

の
言

い
方

が
な

さ
れ

て

い
る
⑪
　

～
　

)
」
が
重

ね
ら
れ

る
。

さ

て
、

ま
ず
、

こ
こ

で
述

べ
ら
れ

て

い
る
健
康

・
強

さ

・
美

し

さ

・
富

は
、

如
何

な

る
観

点

で
有

益

で

あ
る

の

か
を
考

え

て
ゆ

こ
う
。
プ

ラ
ト

ン
が
初

期

に

お

い
て
提

出

し
た
、

有
益

性

の

一
つ
の
完
全

な
コ

ン
テ

キ
ス
ト

は
、
技

術

の
場

面

に
あ

っ
た
。

例

え
ば

「
薬

は
患
者

の
健

康

の
回

復



に
と

っ
て
有

益

で
あ
る

」
等

と
述

べ
る
場
合

で
あ

り
、

そ

こ

で
は
或

る
種

の
把

握

が
、

「
知

」
と

し

て
成

立

し

て

い
る
。

し

か
し
、

今

の
場

面

で

は
、
有
益

性

の
観
点

の
完

全

な

コ
ン
テ
キ

ス
ト
を

、

「
わ
れ

わ
れ

を
益

す

る
」
と

い
う

と
き

の

「
わ

れ
わ

れ
」
の
ひ

と
り

ひ
と

り
は
語

る

こ
と

が
出

来

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

ま
ず

そ

こ
で
考

え

ら
れ

る

こ
と
は
、

そ

れ
ら
健

康

・
強

さ

・
美

し

さ

・
富

は
、

「
わ

れ
わ

れ
人
間

に
と

っ
て
有

益

で
あ

る
」

と

い
う

観
点

で

あ
ろ

う

。

し
か

し
、
そ

こ
に

「
知

」
が

重

ね
ら

れ
る

た
め

に
は
、

わ

れ
わ

れ
は

「
人
間

」

と
は

何

か
を
知

っ
て

い
る
必
要

が
あ

る

(
そ

し
て

こ

の
こ
と

(
11
)

が
、
プ

ラ

ト

ン
が
初

期

で
論

じ
た

、

テ
ク

ネ
ー

・
ア

ナ

ロ
ジ

ー

の
急
所

で
あ

っ
た
)
。

例

え
ば

そ

こ
で
、
或

る

人

々
は
、
「
人
間

ー
快

楽

を
欲
求

す

(12
)

る
も

の
」

と
し

た
。

そ
し

て
そ
れ

に
基

づ

い
て
、

⑫

の
よ

う

に
、

「
幸

福
」

を

た

て
る

こ
と
が
考

え

ら
れ

る
。

し

か
し
、

こ

こ
で

の
議

論

の
重
要

な
点

は
、

前
述

の
健

康

・
強

さ
・
美

し

さ
・
富

の

「所

有
」

の
み

で
は
な

く
、

「
使
用

」

の
場
面
ー

i

即

ち
行
為

の
場
面
ー

ー

に
ま
で

レ
ベ

ル
を
上
げ

て

い
る
こ

と
で
あ

る
。

即

ち
、

単

に

そ
れ

ら
を
持

つ
こ
と
が

「
幸
福

」
な

の
で
は

な
く
、

そ

れ
ら

を
正

し
く
使

用
す

る
と

い
う
行

為

に
よ

っ
て
、

そ

れ
ら

よ
り

も
も

う

ひ
と

つ
上

に
あ

る

「
幸
福

」

に
達

す

る
と

さ
れ

て

い
る
。

さ
て

そ

こ
で
問
題

と

な

る
の
は
、

「
使

用

の
正

し

さ
」

と
は
何

に
基

づ

く
正

し
さ

な

の
で
あ

ろ
う

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
例

え
ば

薬

の
場
合

で

あ
れ
ば

、
医

学

に
基

づ

い
て
そ

の
使

用

の
正

し

さ
が
述

べ
ら
れ

る
が
、

こ
こ

で
は
そ

の
正

し
さ

を
裏
付

け

る
も

の
は
何

で
あ

ろ
う

か
。
先

に
述

べ
た
よ

う
な
、

「
人

間
」
の
本

性

に

つ
い
て

の
知

識

が

ー

例

え
ば
、

先

の

「
人
間
11

快
楽

を
欲

求

す

る
も

の
」

が
ー

ー

そ

れ
で
あ

ろ
う

か
。

し

か
し

そ

の
場

合
、

何

を
快

と
感

じ

る

か

に
よ

っ
て
、

そ

の

「
正

し
さ
」

は
各

人
違

っ
た
も

の

に
な

っ
て
く

る

で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

各
人

に
は
そ

れ
ぞ

れ

の

「
正

し
さ
」

に
基
づ

い
た
、

そ
れ

ぞ
れ

の

「
有

益
性

」

の
世
界

が
見

え

て
く

る

こ
と

に
な

る

(
　

プ

ロ
タ

ゴ

ラ
ス
説

)
。

し

か
し
、

正
義

や
徳

が
、

そ
う

し

た
各

人

そ

れ
ぞ

れ

の
も

の

で
あ
る

と

い
う

こ
と

に
は
、

わ
れ

わ

れ
は
賛
成

出
来

な

い
。

で

は
、
他

に
ど

の
よ
う

な

「
人
間
本

性
」

を

持

っ
て
く

れ
ば

よ

い
の

で
あ

ろ

う

か
。

し

か
し
、

い
か
な

る
も

の
を
持

っ
て
き

た

と
こ

ろ
で
、

そ

れ
は
技

術
知

の
場
合

の
よ

う
な
、

「
知

」
と
し

て
の
確
実

性

を
持

ち

え
な

い

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

で
あ

れ
ば
寧

ろ
、

そ

れ
は

わ
れ

わ

れ

に
は

、
未

だ
明

ら

か

に
は
さ

れ

て

い
な

い

(
明
ら

か

に
さ
れ

る
可
能

性

に

つ
い
て
は
、

今

は
問

わ

な

い
)

と

い
え

る

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。



と
す

れ
ば
、

問
題

は

む
し

ろ

こ
う

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

即

ち
、

こ

こ
で
は

「
正

し
さ
」

に
基

づ

い
て

「
有
益

性

」

が
述

べ
ら

れ

て

い
る

よ
う

に

一
見
思
え

る
が
、

し

か
し

「
わ

れ
わ

れ
」

が

こ
こ

で
の

「
正
し

さ
」

を
受

け
入

れ

る
仕
方

は
、

寧

ろ
、

そ

の
逆

な

の
で
あ

る
。

つ
ま

り

「
正
し

い
使

用
」

に
よ

っ
て
有

益

な
の

で
は
な

く

(そ

の
場
合

「
正

し
さ
」
は
無

限
定

に
な

っ
て

し
ま
う

の
だ

か
ら
)
、
有

益

を

も
た

ら
す
仕

方

が

「
正
し

い
」

と

(そ

の
都
度

)

さ
れ

る

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

こ

こ
で

一
つ
の
仮

定

を
述

べ
る
な

ら
、

A

の
行
為

を
行

え
ば
、

B

と

い
う
結

果

(有

益

性
)
が
得

ら
れ

る
、

と

い
う
　

が
そ

こ
で

は
成

立

し

て

い
て
、

A
を

す

る

こ
と
自

身

に
意

味

が
あ

る

の
で
は

な
く
、

B

を
も

た
ら

す

が
故

に
A

を
す

る

こ
と
が
意

味

を
有

し

て

い
る
、

と

い
う

A
…

B
問

の
外

的

な
関

係
を
見

出

す

こ
と
が

で

き
る
。

そ

し

て
、

こ
の
箇
所

で
は
、

そ

の
A

を
す

る

こ
と

に
、

「
知

」
が

重

ね
ら

れ
る
、

と

い
う

一
つ
の
図
式

が
成

立

し

て

い
る

(
そ
れ

を
学

ぶ
時
、
Ⅲ

で
述

べ
た

「
学
び

B

」
が
成

立

す

る
)
。

こ
れ
は
、

プ

ラ
ト

ン
が
初

期
対

話
篇

を
通

し

て
問

題

に
し

て
き

た
テ

ク
ネ

ー

・
ア
ナ

ロ
ジ

ー

の
も
う

一
つ
の
側

面
ー

例

え
ば

医
者

が
、

医
術

と

い
う
知

を
持

て
ば

、

そ

の
知

を
使

用

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
患
者

の
健

康

を
獲
得

出
来

る
故

に
、
医

療
行
為

を
行

う
、

と

い
う
対
象

・
能

力

関
係

と
類
比
的

に
、
有
益

性

の
獲

得

と
そ

の
た

め

の
行

為

を
考

え
る

こ
と
ー

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、
少

な

く

と
も
行
為

の
正

し
さ

が

結

果

に
よ

っ
て
判
定

さ
れ

る
、

と

い
う
点

に
於

け
る
限

り

で
は
、

先

に
述

べ
た

行
為

は
、
技

術

と

の
ア

ナ

ロ
ジ

ー

が
成
立

し

て

い
る
。

け

れ
ど
も

、

技
術

行
為

或

い
は

そ
れ

に
類

似

の
場
面

(学

び

B
)

で
、
徳

に
関

わ

る
行
為

が
成

立

し

て

い
る

の
だ
ろ
う

か

?

答

え

は

「否

」

で
あ

ろ
う

。
何

故

な
ら

そ
う

し
た
場

面

で
は
、

技

術

の
手

段

・
目

的

の
連
鎖

の
体

系

の
内

で
既

に
そ

の
行
為

の
身

分

は
定

ま

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

か

ら
で
あ

る
。

そ
こ

で
は
、
行

為
者

は
、

彼

の
持

つ
能
力

と
完
全

に
重

ね
合

わ

さ
れ

る
。

つ
ま

り
、

「
わ

れ
わ

れ
は
或

る
能

力

(
x
)
に
よ

っ
て
、

何

か

(
y
)
を

ユ

ゑ

ロ

な
す
」

と

い
う
時
、

そ

れ
は

「
X
が

y
を
な

す
」

と
殆

ど
等

価

な

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

も

し
、

そ
れ

ら
各

々

の
y
、

y
、
…

y

に
対
応

し

て

エ

ユ

む

在

る

X
、

X
、
…

X
が
現

れ

る
場
面

と
し

て
、

仮

に

「
わ

た
し
自

身
」

と

い
う

も

の
が
在

る

に
し

て
も
、
個

々

の

X
ー

y

の
連

関

の
内

に
は
、

そ

の

「
わ

た
し
自
身

」

は
見
出

せ
な

い

の
で
あ

る
。

そ
し

て
更

に
は
、

そ

の
連
関

の
中

で
は
、

わ

た
し
自

身

が
今
何

を

し

て

い
る

か
了
解

し
て

い

な

く

て
も
、
自

分
自

身

に
よ

っ
て
で

は
な
く

、
他

の
ひ
と

か
ら

わ
た

し

の
し

て

い
る
こ

と
が
説

明

さ
れ

る
、

と

い
う

事
態

に
も
た

ち
到

っ
て
し
ま

う

で
あ

ろ
う
。

そ

こ

で
は
、

そ

の
行
為

の
知

が
、
完

全

に
外

か
ら
、

と

い
う

仕
方

で
与

え
ら
れ

て

い
る
。

従

っ
て
、

そ

う
し

た
行
為

の
場
面

で

は
、



「
徳

の
行
為

し

は
も

と
よ

り
、

「
わ
た

し
自
身

の
行
為
」

を
行

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と
す

ら
、
怪

し
く

な

っ
て
し
ま

う

の
で
あ

る
。

し

か
し
更

に
、

技
術

類
似

の
行

為

と
今
問

題

に
し

て

い
る
有

益
性

に
関

わ

る
行
為

の
、

お

の

お
の

の
構

造

に
注
目

す

る
と

き
、
当

該

の
行
為

は
、

今

述

べ
た
仮

定
、

即

ち
技
術

の
場

面

と
は

決
定
的

に
異

な

っ
て

い
る
。

と

い
う

の
も
、
技

術

の
場
合

の
行
為

の
正

し
さ

は
、
自

然
本

性

に
従

っ
て

(
　

)

な
さ

れ
た
結

果
ー

エ

ル
ゴ

ン

(
　

)
に
負

っ
て

い
る

の

で
あ

り
、

ま

た
、

そ

の

エ
ル
ゴ

ン

に
基

づ

い
て
、

有
益

性

が
述

べ

ら

れ
る
。
そ

う
し

た
意
味

で
は
そ

の
有
益

性

に
は
客

観
的

な

コ
ン
テ

キ
ス

ト
が
保

証

さ
れ

て

い
る
し
、
同
時

に
、
完

全

に
　

が
成

立

し

て

い
る
。

従

っ
て
そ

の
限

り

で
は
、

教

え

ら
れ

る

(示

さ
れ

る
)
と

い
う
仕

方

で
あ

る

に
し

て
も
、

「
知
」
の
存
在

は
確

実

な
も

の
と
し

て
認

め
ら
れ

る

の
で
あ

る

(
そ
れ
故

、
医
者

は
医
者

を
志

望

す
る
者

を
教

育

で

き
る

し
、
技
術

の

マ
ニ
ュ

ア

ル
も
存
在

し

て

い
る
)
。

け
れ

ど

も
当

該

の

行

為

は
、
技
術

の
場
合

と

は
そ

の
構

造

が
異

な

っ
て

い
る
。

な
ぜ

な

ら
、

そ

こ
で

の
行
為

の
正

し

さ
は
、
結

果

の
有

益
性

に
負

っ
て

い
る

の
で
あ

る
が
、

そ

の
有

益

性

の

コ
ン
テ

キ

ス
ト
は
、

技
術

の
場

合

の
よ

う
な
自

然
本

性

に
従

っ
た

エ

ル
ゴ

ン
は
無

論

の

こ
と
、
他

の
何

ら

の
中
項

を
介

す

る

こ
と
な

し

に

い
き

な
り
述

べ
ら
れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ

は
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、
あ

く

ま

で
も
主
観

的

な
コ

ン
テ
キ

ス
ト

に
沿

う
も

の

で

し
か
あ

り
え

な

い
。

そ

れ
ゆ

え

ひ
と
が

そ

こ
で
主

張
す

る
行
為

の
正

し
さ

と
は
、

そ

の

ひ
と

に
そ
う

思
わ

れ

て

い
る

ー
そ

れ
は
恐

ら
く

わ

れ

わ

れ

の
大

多
数

が
支

持

し
て

い
る
、

と

い
う

こ
と

の

み
を
そ

の
思

い
の
理
由

と
し

て
持

っ
て

い
る

に
過

ぎ

な

い
ー

だ
け

の
正

し
さ

で
あ

り
、
言

い
換

え

れ
ば
、
何

の
保
証

も

な

い
正

し

さ
な

の

で
あ

る
。

で
あ
れ
ば

、

そ

こ
で
或

る
行

為
ー

A

を
行
う

こ
と

で
、

或

る
結
果

、

即
ち
有

益
性

ー

B

ー
例

え
ば

「
快
」
ー

を
得

た

、
よ

っ
て
そ

の
行
為

ー

A
を
正

し

い
行
為

と
呼

ぶ
こ

と
に
す

る
、

と

い
う

こ
と
が
可

能

で
あ

る

と
し

て
も
、

そ

の
A

と
B

に
は
、
論

理
的

な
関

係

も
自

然
本

性

に
基
づ

く
関

係

も
、

な
ん

ら
確
定

し

た
も

の

と
し

て
成

立

し

て
は

い
ず

、

そ

こ
で
生

じ

て

い
る

こ

と
は
、

「
何
故

だ

か
わ

か
ら

な

い
が
、

こ
う

し
た

ら

(
11
A

)
、

う
ま

く

い

っ
て
、

有

益
性

或

い
は
快

(ー
　

)

を
得

ら

れ
た

」
と

い
う

こ

と

に
過

ぎ

な

い

(
そ

の
こ
と

は
、

こ

の
対

話
篇

の
後

の
箇

所

で
語

ら
れ

る
、

正

し

い
思

い
做

し

(
　

)

の
問

題

と
関
連

す

る
)
。

そ

し
て

そ

の
有

益

性
自

体

も
、
何

故
有

益

と
呼
ば

れ

る

の
か
が
確

定

し

て
は

い
な

い
。
従

っ
て
、
或

る

人
が
或

る
行

為

ー
A

を
行

っ
た

こ
と
で
、
有

益

な
結

果
ー

B
ー

例

え
ば
快
ー

を
得

た

た
め
、

そ

の
行
為

を

「
正
し

い
行
為

」

と
呼

ぶ

こ
と
が

あ

っ
た

と
し

て
も
、

別

の
時

に
、
或

い
は
別

の
行
為

者

が
、



そ

の
同

じ
行

為
ー

A

を
行
う

こ
と

に
よ

っ
て
、
同

じ
有

益

な
結
果

ー

B
を
得

る
と

い
う
保

証

は
全

く
な

い
の
で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

先
程

わ

れ
わ

れ
は
、

そ

こ

に
　

が
成

立

し

て

い
る
と

一
応

は
抑

え
た

の

で
あ

る
が
、

し

か
し
そ

の
　

は
　

は
見

掛

け

の
も

の

に
過

ぎ

ず
、

実
際

は

そ

こ
で

の
　

は
解

体

し

て
し
ま

っ
て

い
る

の

で
あ
る
。

そ

う
し

た
場

面

で
は
、

そ

の

「
う

ま
く

い

っ
た
」
先

達

の

経

験

を
伝
授

す

る
、

と

い
う

こ
と
で
、

一
見

教

え

る

(
示
す
)

と

い
う
仕
方

で

「
知

」

が
成

り
立

っ
て

い
る

よ
う

に

み
え

る
が
、

そ

こ
で
何

故
う

ま
く

い

っ
た

の
か
、

そ
し

て
、
う

ま

く

い
く

・
有

益

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

は

一
体

い
か
な

る

こ
と
な

の

か
、

と

い
う

こ

と
が
全

く
明

か

さ
れ

て

い
な

い
以
上

、
明

ら

か

に
そ
れ

は

「知

」

の
僣

称

で
あ
り

、
実

際

は

い
か
な

る
し

か
た

で
も

「
知
」

は
成

立

し

て
は

い
な

い

の
で
あ

る

(自

然
本

性

に
基

づ

く
結
果

の
系

列

を
問
題

と

せ
ず

に
、
　

か

ら
外

れ
た

と

こ
ろ

で
、

し

か
も

「
こ
の
行
為

は

そ
れ
自

体

で
正

し

い
」
と
判

断

し

そ
れ

を
選
択

す

る

「
知

」

が
成
立

す

る
と

す
る

な
ら

、

お
そ
ら

く

は
そ

れ
が
プ

ラ

ト

ン
が
想
起

説

で
求

め
た

「
内

側

か
ら

の
知
」

で
あ

る

か

も
し

れ
な

い
。

し
か

し
今

は
そ

の
考
察

は
措

く

こ

と
に
す

る
)
。

以
上

の
こ
と

か
ら
、

明

ら
か

に
、

「
わ
れ

わ

れ
」
の
場
面

で

は
、

こ

の
箇

所

で
言

わ
れ

て

い
る
有
益

性

は
何

か
確
定

済

の
こ
と

と
し

て
あ

る

と
見

へ

え
る

も

の

(
　

)

に
過
ぎ
ず

、

「
わ

た

し
」

の
内

で
は

そ

の
有

益
性

に
説

明

が
与

え
ら

れ
な

い
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で

の
知

は
、

個

々
の
わ

た
し

の

「内

側

か

ら
」
の
も

の

(
H

で
述

べ
た

「
知
識

A
」
)
で
は

な
く
、

か
く

か
く

の
事

柄

は
そ

の
根
拠

を
欠

い
た
ま

ま
、

多
数

の
者

の
思

わ
れ

に
よ

っ
て

と
も

か
く
有

益

と
さ

れ
、

「
そ

の
有

益

な
結

果
11

8

を
生

み
出

す
為

に
は
能

力
論

の
構

造

に
従

っ
て
A

を
す

る

の
だ
」
、

と

い

う
仕
方

で

わ
た

し

の

「
外
側

か

ら
」
述

べ
ら
れ
、

納
得

さ

せ

ら
れ
た

つ
も
り

に
な

っ
て

い
る

も

の

(そ

れ
は
技

術

の
場

面

で

の
、

外
側

か

ら
教

え

ら
れ

る

「知

」
、

即

ち
Ⅲ

で
述

べ
た

「
知
識

B
」
に
、

一
見
類

似

の
も

の

と
見

え

た

の
で
あ

る
が

、
実

際

は
名
前

の
み

の

「
知

」
で
あ

っ
た
。

そ

れ
(
13
>

を

「
知

識

C
」

と
し
、

そ

れ
を
学

ぶ
こ

と
ー

ー
「
学

ぶ
」

と

い
う
言
葉

が

こ

こ
で
使

え

る
と
し

て
ー

を
、

「
学
び

C
」

と

し
よ
う

)

な

の
で
あ

る
。

そ

の
場

合
行

為
者

は
、

彼

ら

の
使

っ
て

い
る
知

が
彼

ら
自

ら

の
も

の
で

は
な

い
以
上

、

そ

の
行

為

に
関

す
る
知

の
当

事
者

と
し

て
は
あ

り

え
な

い
。

そ
れ

で
も
尚

、

そ
こ

で

「
わ
た

し
は
自

分
自

身

の
行
為

を

行

っ
て

い
る

の
だ
」

と
言

え

る
だ

ろ
う

か
。
プ

ラ

ト

ン
の
意

図
は

、
ま

さ

に
そ

れ
を

示

す

こ
と

に
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

即

ち
、

「想

起
説

」
で
、
或

る
仕

方

で

の
知

る
も

の
の

「
内

側

か
ら

の
」
知

と

の
関

わ

り

が
述

べ
ら
れ

た

の
で
あ



る

が

(
「
知
識

A
」
)
、

こ

こ
で
再
び

知

る
も

の

の

「
外

側

か
ら

の
」
知

の
教
授

が
考

察

さ
れ

(
「知

識

B
」
を
経

て
、

「
知

識

C
」

へ
〉
、

「
外

側

か
ら

『
か
く

か
く

だ
』

と
示

さ
れ

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
哲

学

の
営

み

は
ど
う

な

る

の
か
」

が
底
流

と

し

て
考

察

に

か
け

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
言

わ
ば

、

「想

起
説

」

を
逆

照
射

す

る
途

と
し

て
あ

る

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

W

ノ

ノ

ノ

へ

以
上

の
健
康

・
強

さ

。
美

し
さ

・
富
に
続

い
て
、
魂

と

い
う

と

こ
ろ
で
在

る

も

の
ど
も

(
　

魂

の

エ
モ
ー

シ

ョ
ナ

ル
な

状
態

や
活

動
　

)
の
場

面

に
も

そ

の
考

え
は
適

用

さ
れ

る
。
即

ち
、

節
制

、

正
義

、
勇
気

、

飲

み
込

み

の
よ
さ
、

記
憶

力
、

度

量

の
大

き

さ
等

も
、

知
識

(
　

)
で
は
な

い
な
ら
、

時

に
よ

っ
て

は
有
害

で
あ

っ
た
り
有

益

で
あ

っ
た
り

す
る
。

つ
ま
り
、

す

べ
て
魂

に
属
す

る

も

の

(
　

)

は
、

知

が
導

く
時
幸

福

を
結
果

し
、

無

知

が
導
く

時
反

対

の
結
果

に
な
る

(
　

)
。

と
す

る
と
、

も

し
徳

が
魂

に

ひ

ピ

ひ

リ

へ

の

於

け
る

も

の
ど
も

の

一
つ
で
あ
り

(
　

)
有
益

な

も

の
で
あ

る

こ
と
が

必
定

で

あ
る

な
ら
、

徳

と
は
知

(
　

)

で
あ
ら

ね
ば

な
ら

な

い
。

な

ぜ
な

ら

(
　

)
、
苟

く

も
、

す

べ
て
魂

と

い
う

と

こ
ろ
で
在

る

も

の
ど
も

(
　

〉
は
、

そ

れ
自
体

単
独

で
は
有
益

な

も

の
で
も
有

害

な

も

の
で
も

な
く
、

そ

こ

に
知

(
　

)
も

し
く

は
無

知

が
付

け
加

わ

る

(
　

)

こ
と

に
よ

っ
て
初

め

て
、

有
益

な

も

の
と

な

っ
た
り
有

害

な
も

の

と
な

っ
た

り
す

る

の
だ
か

ら

(
　

)
。

り

も

前

節

で
「
知

識

C
」
と
重

ね
合

わ

さ

れ
た

「有

益
性

」
は
、
こ

の
箇

所

で
も

全
体

を
支

配

し
て

い
る
。
と

い
う

の
も

、
ま
ず

「
な
ぜ

な

ら

(
　
　

　
以

下

の
理
由

に
よ

っ
て
、

つ
ま
り

「
す

べ
て
魂

と

い
う

と

こ
ろ

で
在

る
も

の
ど

も

(
　

)
は

そ

れ
自
体

単
独

で

は

有

益
な

も

の
で

も
有

害

な
も

の

で
も

な
く
、

そ

こ

に
知

が
付

け
加

わ

る

こ
と

に
よ

っ
て
有

益

(有
益

2

と
す

る
)

な

も

の
と
な

る
し

の
だ

か
ら
、

「徳

が
有

益

(有
益

1
と
す

る
)

で
あ

る

な
ら
、

徳

は
知

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
」

と

さ
れ

る
。

即
ち
、

有
益

1
が

「魂

と

い
う

と

こ
ろ

で
在

る

も

の
ど
も
」

に
作

用
し

て
、

そ
れ

ら

を
有

益

2

に
す

る
わ

け

で
あ

る
が
、

こ

の

コ
ン
テ

キ

ス
ト

に
従

え
ば

(
こ

の
箇

所

以
前

で

は
、
知

が
導

く

こ



と
で
有
益

に
な
る

と
は

い
わ

れ
て

い
る

が
、
知

そ

れ
自
体

や
徳

そ

れ
自
体

が
有

益

で
あ

る

と

い
う

こ

と
は
言

わ
れ

て

い
な

い
こ

と
に
注
意

)
、
そ

こ

で
有
益

1
が

ま

さ

に
有
益

で
あ
る

と
さ

れ

る

の
は
、
有
益

2
に
負

っ
て

い
る
、

つ
ま

り

「
魂

と

い
う

と

こ
ろ
で
在

る

も

の
ど
も
」

を
有

益

2

に
す

る
故

に
、
知

は
有

益

1
で
あ

る

と

い
わ
れ

る

の
で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

さ
ら

に
⑯

以
下

で
徹

底

さ
れ

る
。

そ

こ
で

は

「
魂

の
他

の
部
分

を

知

が
導
く

こ
と
で

そ
れ

が
有
益

に
な
る

の
と
同

様

に
、
富

そ

の
他

も
、

(智
恵

の
あ

る
　

)
魂

が

正
し

い
仕
方

で
用

い
且

つ
導
く

時

に
有

益

と
な

る
」
と
さ
れ

る

(
　

)
。

か
く

し

て
、

「
人

間

に
と

っ

て
他

の

一
切

は
魂

に
依
存

し
、

魂

に
属

す
る

も

の
は
知

に
依
存

す

る
、

も
し

そ
れ

ら
が
善

き
も

の
ど

も

(
　

)
で
あ

る

な
ら

(
　

)
」

と
述

べ
ら

れ
る
。

こ

こ
で

ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
全
体

で

の

「
導
く

」

の
用

い
方

を
見

て

み
よ
う
。

「
導

く
　

」

(
　

)

の
構

文

　
正

し

い
使

用

(
　

)

が
/

こ
れ

ら

の
お

の
お

の

(
　

)

(富

そ

の
他

)

を

ー

↓
そ

の
結
果

、

そ

れ
ら

は
、
わ

れ

わ
れ

に
と

っ
て
有

益

と
な

る
。

(
　

)

　
知

(
　

)

が
/
魂

の
内

の
引

き
受

け
た

り
耐

え
た

り
す

る
も

の

の
全

て

を

(
　

へ

　
)

1

↓
そ

の
結
果

、
幸

福

と
な

る
。

(
　

)

　
知

(
　

)
が

/
魂

の
他

の
部

分

(
　

)

を

ー

↓

そ

の
結

果
、
魂

に
属
す

る

も

の

(
　

)

は
有

益

に
な

る
。

(
　

)

　
魂

が
/
富

そ

の
他

を

(「
魂

が

こ
れ
ら

(富

そ

の
他

)

を
正

し

い
仕
方

で

(
　

)
使

用

し

か

つ
導
く

」

(
　

)
)

(「
正
し

い
仕
方

で

(
　

)
導

く

の
は
智

恵

の
あ

る

(
　

)

魂

で
あ

る
」

(
　

)
)

↓
そ

の
結
果

、

そ
れ

ら
は

、
有

益

と
な

る
。

(
　

)



先

に
述

べ
た
よ

う

に
、

有
益

1
が
有

益

と
さ

れ
る

の
は

(そ

こ

で
の
依

存
関

係

と
は
逆

に
)

有
益

2

を
生

み
出

す

か
ら

で
あ

る
が
、

こ

の
図
式

に
従
え
ば

、
更

に
、

有

益

2
が
有

益

と
さ

れ
る

の
は
、

有
益

3

を
生

み
出

す

か
ら

で
あ

る
。

こ
う

し

て
見

て
ゆ
く

と
、

こ

こ
で

の

「
徳

」

を
巡

る

　ぢ

議

論

の
す

べ
て

は
、

最

初

に
述

べ
た
、

一
種

の
主

観
性

言
語

と
し

て

の

「有

益

性
」

に
支

配

さ
れ

て

い
る

こ
と
が

明

ら
か

に
な

る
。

そ
し

て
そ

こ

で
は
、

そ

の
有

益

性

に
到

る
、

「知

」

の
射
程

を
外

れ
た
名

前

の

み
の

「知

」

(11
知

識

C
)

を
巡

る
連

関

が
主
題

と

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

「
徳

に
関
す

る
行

為
」

は
語

ら

れ

て
は

い
な

い

の
で
あ

る
。

し

か
し

ひ
と

は
、

こ
う
反

論

す
る

か
も

し

れ
な

い
。

「
い
や
、

こ
こ

で
は
、

『
魂

が
使

用
す

る
ーー
魂

が
導
く

』

と

い
う

こ
と
が
語

ら

れ

て

い
る
で

は
な

い
か
。

そ

の

『魂

』

こ
そ

が
、
徳

の
行
為

を
担

う
主
体

と
さ

れ
る

の
で

は
な

い
か
」

と
。

し
か

し
、

こ

こ
で

の

「
魂
」

は
、

そ

の
存
在

が
確

実

な

も

の
と
し

て
あ

る

の
だ
ろ
う

か

?

と

い
う

の
も
、

そ

の
場
合

、

わ
れ

わ
れ

は

「
使

用

す

る
も

の
」

「導

く

も

の
」
と

し

て
し

か
、

そ

の
文

の

主

語

た
る

「
魂
」

に
関

わ

る
途

を
持

た
な

い
か
ら

で
あ

る

(他

の
対

話
篇

・
他

の
箇

所

で

の

コ
ン
テ

キ

ス
ト

に
基

づ

く

「魂

」

の
解
釈

を

こ

こ
に

持

ち

込
む

の
は

、
越
権

で
あ

る
)
。
即

ち

わ
れ
わ

れ

は
、
そ

こ
で

の
述

語

が

示
し

て

い
る
と

こ
ろ

し
か

わ

か
ら
な

い
の
で
あ

っ
て
、
そ

の
場
合

「魂

」

以

上

か
ら
、
次

の
図
式

が
導

か

れ
る
。

(
O
は
、

依
存

関
係

を

示
す
)



が
何

か
或

る
も

の
と

し
て
存
在

し

て

い
る

と

い
う

こ
と
は
、
想

定

と
し

て
し

か
語

り
え

な

い
。
そ
し

て
先

の
議
論

か
ら
明

ら

か
な

よ
う

に
、
「
使

用

す
る
」

と

か

「
導

く
」

と

い

っ
た
言
葉

は
、

明
確

な
墓

盤

を
有

し
て

い
な

い
以
上

、

わ
れ

わ
れ

は

「
魂

」

を
、
最

早
何

か
確

実

な
主
体

と
し

て
は

語

れ

な

い
の
で
あ

る
。
従

っ
て

わ
れ

わ
れ

が
得

た
帰
結

と

し

て
、

「
徳

に
関

す

る
行
為

の
場

面

に
お

い
て

は
、

『
教

え
る

(
示
す

)
ー

知
識

C
』

と

い
う

コ
ン
テ
キ

ス
ト

に
従

う
限

り
、
行

為
自

体

が
成
立

し

な

い
し
、

行
為

す

る
も

の
と

し
て

の

『
わ
た

し
』

も
、

そ

の
存

在

が
語

り
え

な

い
」

と

い
う

こ
と
が
確

認
さ

れ

る
。

さ

て
、

従
来

、
多

く

の
論

者

は
、

こ
の

ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
が
無

効

に
な

る

の
は
、
⑳

の
、

「
現

実

に
は
徳

の
教

師

が
不
在

で

あ
る
」

こ
と

に
よ
る
、

と
述

べ
て
来

た
。

し
か

し
以
上

の
議

論

か
ら
、

「
徳

の
教
師

ー

徳

を
知
識

C

と
し

て
、
外
部

か
ら

『
か
く

か
く

で
あ

る
』
と
教

え

る

(
示
す
)
も

の
」

と
す
る
限

り

は
、
徳

の
教
師

の
不

在

は
寧

ろ
当
然

の
こ

と
と
言

え

る
。
言

い
換

え
れ
ば

、
「
徳

の
教

師

の
不
在

」
と

い
う

現
実

に

よ

っ
て
こ

の
「
ヒ

ュ

ポ

テ

シ
ス
」
が
崩

れ

る

の
で
は

な
く
、

「
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
」
自
体

が

「
徳

の
教
師

の
不
在
」
を

導

く
も

の
で

あ

っ
た

の
だ
。

つ
ま

り
、
徳

は

「
学

ぶ

こ
と
」

に
よ

っ
て
得

ら
れ

る
と

し
て

も

(
　

)
、

そ

れ
は

「
想
起

す

る
と

い
う
仕

方

で
、
知

識

A
を

、
自

ら

の
内

側

か

ら
学

ぶ

こ
と

(
Ⅲ
で

述

べ
た

「
学

び

A
」
)
」

で
あ

っ
て
、
技

術

の
場
合

の
よ
う

に

「
知

識

B
を
、

外
側

か
ら
、
教

え

ら
れ

る

(
示

さ
れ

る
)

と

い
う

仕
方

で
学

ぶ
こ
と

(「
学
び

B

」
ご

で

も
な

け
れ
ば

、

「知

識

を
外

れ

た
と

こ
ろ

で
、

な

に
か
し

ら
う

ま
く

い
く
、

と

い
う
仕

方

を
教

え
ら

れ

(示

さ
れ
)
、

学

ぶ

(
?
)

こ

と

「
学

び
C

」
ご

で
も

な

か

っ
た

の
で
あ

る

(
　

そ

の
こ
と

の
確
認

を
、

ソ

ク
ラ

テ

ス

は
ま
ず

、
技

術
知

の
場

面

を
通

し
て
行

っ
て

い
る

(
　

)
、

そ

の
技

術
知

の
場

面

で
は
、

「
学
び

B
し
が
成

立

す
る

が
、
徳

の
場

面

に

は
そ

れ

は
適

用
出
来

な

い
。
徳

の
場

面

で

「学

び

B
」

に
類

似

の
も

の
が
ー
ー

即

ち

「
学
び

C
」

が
可

能

で
あ

る

と
主

張

し

て

い
る

の
は
ソ

フ
ィ

ス
ト
達

で
あ
る

が
、

し
か

し
彼

ら

の
も
と

で
教

わ

っ
て
も
、

徳

あ
る

ひ
と

に
な

る

こ
と
は

な

い

(
　

)
。

け

れ

ど
も
、

「
す

ぐ
れ

た

ひ
と

(
　

)
」

の
存
在

は
否

定

で

き
な

い
こ
と
で
あ

れ
ば

、
彼

ら

は

い
か

に
し

て
そ

の
す
ぐ

れ
た
徳

性

を

そ
な

え

る

の
か

(
　

　)。

そ
れ

に
応

え
て
、

ソ

ク
ラ

テ

ス
は
語

る
。



ヘ

ノ

ひ

う

ラ

リ

ジ

だ

か

ら
、
わ

れ

わ
れ

は
先
ず

何

よ
り

も
、

わ

れ
わ

れ
自
身

に
注

意

を
向

け

る

べ
き

で
あ
り

(
　

)
、

そ
し

て
わ

れ
わ

れ
を

と

に
か
く

何

ら
か

の
仕
方

で
、

よ
り
す

ぐ

れ
た

ひ
と

に
し

て
く

れ

る
と

こ
ろ

の
だ

れ
か

を
探

し
求

め
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
。

ぼ

く
が

こ
う

い
う

こ
と
を
言

う

の

は
他

で
も

な

い
、

わ

れ
わ

れ

の
さ

っ
き

の
探

究

(
ー
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス

"
筆

者
注

)

を
反
省

し

た

ゆ

ひ

ぱ

ゆ

ひ

上

で

の
こ
と

な

の
だ

。

つ
ま

り
、
わ

れ

わ
れ

は
笑
止

に
も
、
人

間

に

お
け
る
行

為

が
正

し
く

立
派

に
な
さ

れ
る

(
　

　
)

の
は
、

た

だ
知

識

(
ーー
知

識

B
及
び

そ

れ
と
重

ね

て
述

べ
ら
れ

た
知
識

C

"
筆
者

注
)

に

よ

っ
て
導

か

れ

る
場

合

だ
け

で

は
な

い
、

と

い
う

こ
と

に
気

が
付

か
な

か

っ
た

の
だ

(
　

)
。

こ

の
言

葉

は
、
「
さ

っ
き

の
探
究

ーー

ヒ

ュ
ポ

テ

シ

ス
」
で
述

べ
ら
れ

た

「
か
く

か
く

の
事

柄

は

(
そ

の
根

拠

を
欠

い
た
ま
ま

、
大
多

数

の
支

持

に

よ

っ
て
)
有

益

で
あ

り
、

そ

れ
ー

B
を
生

み
出

す
為

に
は

(実

際

に
は
　

は
、

そ

こ

で
は
解
体

し

て

し
ま

っ
て

い
る

に
も

か
か

わ

ら
ず

)
能

力
論

の
構

造

に
従

っ
て
A

と

い
う
行
為

を

す

る

の
だ

、

と
外
部

か

ら
教

え
ら

れ
る

(
示
さ
れ

る
)

知
ー

知
識

C
」

の

コ
ン
テ
キ

ス
ト

に

沿

っ
て
考

え
た
た

め

に
、

「徳

の
教

師

の
不

在
」

の
み
な

ら
ず
、

「
徳

の
行

為

の
不
成

立

」

に
わ

れ
わ

れ
は
陥

っ
て
し

ま

っ
た
…
…

と
す

る
な

ら
、

わ
れ

わ
れ

が
探
究

の
眼

を
向

け

る

べ
き

は
、
実

は

「
わ

れ
わ

れ
自

身
〕
、
即

ち
、

わ

れ
わ

れ
自
身

の

「
内

側

か
ら
」

の
知

ー

「
知
識

A

」
な

の
で
あ

(15
)

る
、

と

い
う

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

こ
う
し

て
、

ソ

ク
ラ

テ
ス

は
様

々
な
場

面

を
設
定

し

て
、

わ
れ

わ

れ

に
本

当

の
意
味

で
の
学
び

(
ー
学
び

A
)
を

喚
起

さ

せ
る
。

そ
う

し

た
意

味

で
は
、

こ

の
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス

の
箇

所

は
、

探
究

の
放

棄
或

い
は
窮
余

の
策

と

し

て
で
は

な
く

、
寧

ろ
哲

学

の
勧

め
と

し

て
あ

る

の

で
あ

る
。

し

か

し
無
論

、
真

実

の
学
び

ー
学

び

A
そ

れ
自

体

に
関

し
て

は
、
未

だ
探

究

さ
れ

る

べ
き

こ
と

と
し

て
、

わ
れ

わ
れ

に
残

さ
れ

て

い
る
。



お

わ

り

に

1

前

途

瞥

見

『
メ
ノ

ン
』
篇

で
は
、

ま
ず

、

そ
れ

が
何

で
あ

る

か
を
知

ら

な

い
ま

ま

に
、
徳

に
関

し

て
、
或

る
解

釈

が
な

さ
れ

て

い
た
。

し

か
し
、

エ
レ

ン

コ

ス
に
よ

っ
て
、
不

知

が
明

ら

か
に
な

り
、
探

究

が
開

始

さ
れ

る
。

そ

こ
で
、

「
探
究

の
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

が
提
出

さ
れ
、

そ

れ
を
契

機

に
、

「
知
」

に
到

る
過
程

ー1
想

起

が
述

べ
ら

れ
る
。

そ

れ

は

「
知
識

A
ー
内

側

か
ら

の
学
び

」
と
し

て
あ

っ
た
。
次

に
、

そ

の
想

起

の
逆

照

射

と
し

て
、

「有

益

性
」

に
基

づ

い
た

「
知
識

B
そ

し
て

C
ー
外

側

か

ら
教

え
ら

れ
る

(示

さ
れ

る
)

こ

と
」

に
よ

っ
て
、

徳

の
行

為

は
ー

そ

し

て
わ
た

し
自

身

の

存
在

さ

え
も
ー

ー
潰

さ
れ

て
し

ま
う

こ
と

が
示

さ
れ

る
。

以

上

が

「
ヒ

ュ
ポ

テ

シ
ス
」
迄

の
概

観

で
あ

る
が

、

そ

の
先

で
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
は
、

再
び

「
学

び

A
」

の
回

復

を
め
ざ

し

て

い
る
よ

う

で
あ

る
。

そ

れ
が
、

「
ア
イ

テ

ィ
ア

ス
・
ロ
ギ

ス
モ

ス
に
よ

っ
て
思

い
做

し
を
縛

り
付

け
、

知

識

と
す

る

こ
と
ー

想
起
」

の
意
味

す

る
と

こ

ろ
で
は

な

い
だ

ろ

う

か
。

し

か
し
、

そ

の
こ

と
を
後

づ

け
る
途

は

、
新

た
な

別

の
論
稿

に
委

ね
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

註

(1
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「
ヒ
ュ
ポ
テ

シ
ス
」

に
は
、
任
意

の
仮
定

の
他
に
、
論
証
科
学
に
診

け
る
事
象
の
基
礎

に
置
か
れ
る
厳
密
な
も
の
も
あ
り
、
そ

の
用
法
は
流
動
し
て

い
る
。
　

は
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
の
意
味

で
、
こ
こ
の
ヒ

ュ
ポ
テ
シ
ス
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
と
対
比
さ
せ
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
そ
れ
は

「
　

」

で
あ

る
の
に
対

し
、
『
メ
ノ

ン
』
篇

の
そ
れ
は

「
　

」
で
あ
る
と
こ
ろ

に
両
者

の
違

い
を
見

出
し
て

い
る
が
、
推
論

の
大
局
は
同
じ
で
あ

る
と
し
て

い
る

(
　

　)。



(2

)

こ

の
こ

と

に
関

し

て

は
、
　

前

掲

書

、
　

ま

た
、
　

　
を
参

照

。

(3

)
　

前

掲

書

、
　

を
参

照

。

(4

)
　

前

掲

書

、
　

を

参

照

。

(5

)
　

を
参

照

。

(6

)

こ

こ

で
は
　

に
従

っ
て
、

最

初

の
　

は
、
　

と

い

っ
た
強

い
読

み
方

を

せ
ず

、
後

の
　

と
同

様

に
単

に
　

と
採

る
。

(7

)
　

前
掲

書

、
　

を

参

照
。

(8

)
　

前

掲
書

、
　

を
参

照

。

(9

)
　

前

掲

書
、
　

を
参

照

。

(
10
)
　

参

照

。

(
11
)

テ

ク

ネ

ー
・
ア

ナ

ロ
ジ

ー

に
関

し

て

は
、

拙
稿

「プ

ラ
ト

ン

『
ピ

ッ
ピ

ア

ス

(
小
)
』

篇

の
問
題

場

面

」
、

『デ

ィ

ア

ロ
ゴ

ス
』

創

刊

号
、

九

州

大
学

哲

学

・
倫

理
学

研

究
会

編

、
　

等

参

照

。

(
12
)

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス

』
篇

の
議

論

を
参

照

。

(13
)

「
徳

」

に
関

わ

る

行
為

が
、
　

か
ら

は

説
明

出

来

な

い
、

と

い
う

こ
と

に
関

し

て

は
、
　

　
(特

に
、

第

6
節

)

等

参

照
。

(14

)

有

益

性

が
安

定

し

た

言
葉

と
な

る

の
は
、

「美

し

く
、

か

つ
、

有
益

」

と

い

っ
た
仕

方

で
、

「
美

し

さ
」

と

共

に
語

ら
れ

た
時

で
あ

ろ

う
。

そ
れ

は

例

え
ば

『ゴ

ル
ギ

ア

ス
』
　

『
ピ

ッ
ピ

ア

ス

(大

)
』
　

『国
家

』
　

等
参

照

。

ヘ

ノ

リ

(15
)
　

及
び
そ

の
活
用
形
は
、
プ

ラ
ト

ン
に
於

い
て
は
殆

ど
の
場
合
、
　

と
連
動
し
て
用

い
ら
れ
る
(
　

ヘ

ノ

コ

　。

そ

し

て
、

こ

の

「
注
意

を
向

け

る
　

」

リ

リ

と

い
う

言

い
方

は
、
　

が

一
般
的

に
オ

ー

ル
ラ

ウ

ン
ド

に
対
象

を
取

る

の
に
対

し
、
幾

つ
か

の
例

外

は

あ

る

に
し

て

も
、
主

に
、

わ
れ

わ

れ
自

身

(
　

)
・
彼

自
身

(
　

)
、

わ

た

し
や

あ

な

た
、

ま

た

は

具
体

的

な

第

三
者

、

そ

れ

ら

の

ひ

と

の
言
葉

(
そ

の
正
誤

、

真

実

を
言

う

こ
と
、

言

葉

づ

か

い
や
思

い

・
智
恵

・
行

為

・
作
品

、

或

い
は
当

該

の
議

論

や
問

題

に
な

っ
て

い

る
事

柄
、

な

ど
を

取

る

こ

と
が
多

い
。

即

ち



こ
の
言

い
方

が
要
求
す
る
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と

っ
て
、
特

に
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
と
書
え
よ
う
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
西
洋
哲
学
史
)


