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は

じ

め

に

プ

ラ
ト

ン

の
対
話

篇

に
於

い
て
、
徳

の

一
性

の
問
題

は
、

初
期

・
中

期

・
後
期

を
通

じ

て
、
様

々
な

局
面

で
議
論

に
導
入

さ

れ
て

き
た

こ
と

は

　
エ

　

事

実

で
あ

る
。

し
か
し
実

際

の
と
こ

ろ
、
そ

の
問

題
が
如

何

な

る
仕
方

で
議

論

の
全
体

に
寄

与

し
て

い
る

の
か

は
明
ら

か

に
さ

れ
て

い
な

い
。

そ

も
そ

も

こ
の
問
題

を
論

じ

る

こ
と

に
如
何

な

る
積

極
的

な
意

味

が
あ

る

の
か
が
問

題

に
さ

れ
る
場

合

さ
え
あ

る
。

け

れ
ど

も
筆
者

に
は
、

こ

の
問

題

は
個

々
の
対
話

篇

の
文
脈

ご

と

に
そ
れ

ぞ
れ

の
ポ

イ

ン
ト
を
持

つ
と
同
時

に
、

お

そ
ら
く

は
全

対
話

篇
を

通

じ

て
も

通
底

す

る

一
つ
の
問

題
意

識
が

あ

っ
た

の
で
は

な

い
か
と
予

想

さ
れ

る
。

そ

こ
で
ま
ず

は
初

期

の
対
話

篇

に
考
察

を
絞

っ
て
、

そ

こ
で

の
こ

の
問

題

の
取

り
扱

わ
れ
方

の

一

　　
　

つ
の
特
徴
、

即

ち
、
個

別

の
徳
、

例

え
ば
勇

気

な
ど

の
定
義

を
行

う
際

に
、

徳

そ

の
も

の
の
問
題

が

あ
ら

わ
れ
ざ

る
を

え

な

い
、

と

い
う

こ
と

を

手
が

か

り

に
、

一
体
徳

の
ど

の
よ
う

な
構
造

が

そ
う

し
た
事

態

を
要
請

し

て

い
る

の
か
を
問

う
過

程

で
、
初

め

に
述

べ
た
問

題

を
考

え

て
ゆ
き

た

徳

の

一
性
を
め
ぐ

る
問
題

『プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』

篇

に
即

し

て

長

友

敬

一



い
。
そ

こ
で
、

こ

こ
で

は
差

し
当

た

っ
て
、

『プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
と

い
う
対
話

篇

で

の
徳

の

一
性

の
問
題

を
検

討

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

プ

ラ
ト

ン

の
思
索

が
ど

の
よ
う

に
展
開

さ

れ

て

い

っ
た

の
か
を

明
ら

か

に
し

て
ゆ
く

こ
と

に
す

る
。

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』

で

の
徳

の

一
性

の
問
題

は
、

プ

ロ
タ

ゴ
ラ

ス
が
徳

の
教

師

を
標
榜

し
、

ひ

と
が
す

ぐ

れ

て
立

派

な
人
間

に
な
る

(
　

　
)

の
を

助

る
こ
と

に

か
け

て
は
他

人

の
及

ぶ
と

こ
ろ

で
は
な
く

、
要

求

す
る
報

酬

以
上

の
も

の
を
与

え

て

い
る
、

と
主

張

す
る

(
　

)

の
を
受

け

て
、

ソ

ク
ラ

テ

ス
に
よ

っ
て
提

出

さ
れ

る
。

そ

こ
で
ソ

ク
ラ

テ

ス
は

「
あ

な
た

は
、

ゼ

ウ

ス
が

人
間

た
ち

に
正

義

と

つ

つ
し

み
を
送

っ
た

と
言

っ
た

が
、
他

方

で
は
正
義

や
節
制

や
敬
虔

や
全

て
こ

れ
ら

の
も

の
は
、

ひ

っ
く

る
め

て
或

る

一
つ
の
も

の
、

す
な

わ

ち
徳

で
あ

る
と
話

の
中

で
言

わ
れ

た
。

そ
こ

で
、

ロ
ゴ

ス

に
於

い
て

(
　

)
厳
密

に
説
明

を

し

て
く
れ
」

(
　

)
と
述

べ
て
、

以

下

の
選
択

を
迫

る
。

(
一
)
諸
徳

は
徳

の
部

分

か

(
　

、
そ

れ
と

も
、

　

(
二
)
諸
徳

は
同
じ

一
つ
の
も

の
の
名
前

か

(
　

(

(
一
)
な

ら
ば
、

(
一

一
)
部

分

は

「
顔

の
部

分

が
部
分

で
あ
る

の
と
同

じ

よ
う

に
」
部
分

で
あ

り
、

そ

れ
自
体

も

そ

の
デ

ュ
ナ

ミ
ス

(
　

)
も

互

い
に
通

じ
る

と
こ

ろ
が
な

い

(
　

)

　

(
一
-
二
)
部
分

は

「
金
塊

の
部

分

の
よ
う

に
」

部
分
l

B
一
(

(
一
⊥

)

な
ら
ば

、

(
一
⊥

⊥

)
別

々

の
人

が
徳

の
別

々

の
部
分

を
持

つ

(℃
『
o
ε



　

(三

)

一
つ
の
部

分
を
持

て
ば

、

必
ず
全

部

を

一
緒

に
持

つ
-

C
一
(

(
一
-
一
-
一
)

な
ら
ば

、

(
一
⊥

⊥

⊥

)

知
恵

と
同

じ

よ
う

な
も

の
は
、

知
恵

以
外

に
な

く
、

正
義

そ

の
他

も
同
様

(℃
「
o
ε

(
四
)
正
義

は
敬
虔

な

る
も

の
で
あ
り
、
敬
虔

は
正
し

い
も

の

で
あ

る

(
 

)

こ

こ
に

い
た

っ
て
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
と
プ

ロ
タ

ゴ

ラ
ス

は
互

い
の
主

張
が

大

き
く
異

な

っ
て

い
る

こ
と
を

あ
ら

わ

に
す

る
。

そ
れ

で
は
、

プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
の
主
張

は

ど

の
よ
う

に
捉

え

ら

れ
、

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
主

張

は
真

実

の
と

こ
ろ
如

何

な

る
も

の
と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

二

以
上

の
箇
所

の
ソ
ク

ラ
テ

ス

の
主

張

を
ど
う

み
る

の
か
を

め
ぐ

っ
て
、

様

々
な
論

者

が
そ

れ
ぞ

れ

の
解

釈
を

提
出

し

て
き

た
。

そ
れ

ら

は
大

き

く

言

っ
て
、

以
下

の
立
場

に
分

け

ら
れ

る
。

一

、
U
n
i
t
y
 
T
h
e
s
i
s
 
I
d
e
n
t
i
t
y
 
T
h
e
s
i
s

　

こ
れ
は
前
節

で
の

A
一
を

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
観

点

と
す

る
立
場

で
あ

る
。

そ

の
旗
頭

で
あ

る
 

)
は

「
諸

徳

は
、

そ
れ
ら

が
全

て
真

(

に
同

一
の
も

の

(
 

)

で
あ

る
と

い
う
意

味

で
或

る

一
つ
の
統

一
体

を
為

す

(
敬
虔
ー
正

義
11

節
制

ー
勇
気

11

知

恵

)
」
と
解
釈

す

る
。
 

)
も

「
指
示

対
象

(
 

)
が
同

じ
で
、

意
味

(
 

)
が

異
な

る
」
と

い
う
解

釈
を

示

し
、
両

者

は

ほ
ぼ
同

様
な

解
釈

と
言

え

る
。
 

(
 

)
も
ま

た
同

じ
立
場

を
採

り

、

「諸

徳

の
名

は
 

で
は

な
く
、

単

一
の
普
遍

を

名

指

し
、

そ
れ

は

『善

悪

の
知
』

と

い
う
単

一
の
 

で
あ

り
、

『
X
と

は
何

か
』

の
答

え

は
、

そ

の

『
 

』

の
特
定

化
を

含

ん

で

い

る
」

と
す

る
。

こ
れ

は
 

の

「
因

果
論

的
観

点
」
、
即

ち
、

或

る
心
理

的
状
態

と
し

て

の

『
 

が
、

或

る
人

が
勇
敢

で
あ

る

と

い
う



こ
と

の
因

果
的

な
原

因

で
あ

る
、

と

い
う

説

と
対
応

し

て

い
る
。
　

も
　

を

フ

ォ

ロ
ー
し

、

「知

恵

と
勇
気

が
同

一

で
あ

る
と
言

え
る

の
は
、
両

者

が
共

に
勇

敢
な

行
為

の
源

泉

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
」
と
述

べ
る
。
　

)
は

ソ
ク
ラ

テ

ス
の
　

　
に
基

づ
き

、
諸
徳

を
　

と
し

、
そ

れ
ら

は
行

為
を
作

る
　

と
　

に
お

い
て
類

似

す

る
」
と

し

て
、
　

を
擁
護

す

る
。

二
、
E
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
 
T
h
e
s
i
s

こ
の
立
場

は
前

節

で

の

Q

一
を

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
観

点

と
す

る
。
　

)

は
、
　

だ

と

(
i
)

勇
気

の
行
為

と

敬

(

　

　

度
な

行
為

の
違

い
が

な
く

な
る
、

(・11
)
初

期
対

話
篇

で
は
徳

の
部
分

説

を
採

っ
て

い
た
、

と

い
う

反
論

を
行

う
。

そ
し

て
前
節

の
　

、

Φ

は
諸

徳

の
名

が
　

で
あ

る

こ
と
を
含

む
が
、

正
義

や
敬
虔

な

ど

の
諸
徳

は
互

い
に
　

で
は
あ

り
得
ず

、

諸
徳

の

一
つ
を
持

て
ば

必
ず

他

の
徳

も
持

つ

(
　

と
主
張

す

る
。

ま

た
、

「
正
義

は
正

し

い
」

「
正
義

は
敬
虔

で
あ

る
」

と

い
う

解
釈

が
困

難

な

ソ
ク

ラ
テ

ス

の
述
定

を

、
従
来

の
よ
う

な

ω
　

で
は
な

く
、
　

(
「
正
義

は
正

し

い
」

「正

義

は
敬
虔

で

あ

る
」

の

「
正

義
」

は
　

と
し

て
の
人
間

で
あ

る
)
を
採

用

し

て
切

り
抜

け
る
。

三
、
S
i
m
i
l
a
r
y
t
y
 
T
h
e
s
i
s

　

以
上

の
二

つ
の
立
場

に
疑

問
を

呈
し

、

B
一
こ
そ

が

ソ
ク

ラ
テ

ス
の
主
張

で
あ

る
と
す

る
論
者

も

い
る
。
　

は
、
<
冨
ω
8
ω

く

の
欠
点

を
指
摘
し
い
・
例

え
ば

『
エ
ウ
テ

ユ
プ

ロ
ン
』
で
は
、
敬
虔
と
正
義

は
　

は
異
な

る
が
　

は
同

一
で
、
こ
れ
は
、
　

 も
 

も
共

に
認

め

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、

同
じ

、

『
エ
ウ

テ

ユ
プ

ロ
ン
』

で

の

「
奇
数

"
数

ー
敬
虔

"
正
義

」

の
比
喩

で
は
、
敬
虔

と
正
義

の
 

も
 

も
異

な

る

こ
と
が

示
さ

れ
、
　

で
も
　

で
も

こ
の
比

喩
を

説
明

で

き
な

い
と
し

て
、
金

塊

の
比
喩

(
一
-
二
)

「
個
別
徳

の
名

は
同

一
の
も

の
を
名

指

し
、

し

か
も
互

い
に
異

な
る
」

の
可

能
性

を
提

唱



　
る

　

す

る
。
彼

ら

が
採
用

す

る

の
は
、
測
量

士

と
航
海

士

の

モ
デ

ル
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
両

者

は
共

に

「
同

じ
」

三
角

測
量

の
知

識

を
用

い
る

が
、

異

な

っ
た
問

題

や
文
脈

に
適

用
す

る
、

即
ち

異
な

る
成

果

(
　

)
を
生

む
。

こ
れ
が
測

量

と
航
海

を
異

な

る
名
前

で
呼

ぶ
理
由

で
あ

る
。

し

か
し

三
角

測
量

の
知

識
な

し

に
測
量

も
航
海

も

な

い
、

つ
ま
り

測
量

も
航
海

も

ま
さ

に
三
角

測
量

の
知

識

で
あ

る
。
同

様

に
、
善

悪

の
知

な
し

に
正
義

も

節
制

も
な

く
、
正
義

も
節

制

も
ま

さ

に
善

悪

の
知

で
あ

る
。
こ
う
し

て
諸
徳

の
違

い
は
付
帯

的
性

質

で
も
定
義

で
も
な
く
、
そ

の
機
能

(
　

)

で
特
定

さ
れ

る
、
　

の
答

え

と
し

て

の
そ
れ

ぞ
れ

の
道
徳

的
成

果

(
　

)

で
あ

る

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

　ら
　

以
上
、
様
々
な
論
者
の
提
唱
す
る
幾
つ
か
の
立
場
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
ら
の
或
る
も
の
は
何
ら
か
の
仕
方
で
徳
あ
る
い
は
諸
徳
を
能
力

・
機
能

　　
　

(
　

)
に
還

元
し

よ
う

と
し

て

い
る
し
、
他

の
も

の
は
諸
徳

を

相
互

に
独

立

の
も

の
と

し
て
扱

お
う

と

し

て
い
る
。
さ
ら

に
ま

た
或

る
も

の
は
、

フ

レ
ー
ゲ
的

な
図

式

に
よ

っ
て
、

徳

と
諸
徳

の
関

連
を

位
置

づ

け
る

こ
と

を
意
図

し

て

い
る
。

そ

こ
で
、
諸

論
者

の
解

釈

の
検
討

も

含

め

て
、
そ

も
そ

も

ソ
ク

ラ
テ

ス
が

「徳

の

一
性

」

の
問

題

を
議
論

に
持

ち
込

ん
だ

意
図

は

ど

こ
に
あ

る

の
か
を
、

わ

れ
わ

れ
は

ま
ず
見

て
行

か

ね
ば

な
ら
な

い
だ

ろ
う
。

三

　フ
　

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス

に
と

っ
て
、

正
義

や
節

制

や
敬
虔

等

は
、

「
国
家

成
立

の
た
め

(
　

)
・
国
家

成
立

の
技

術

と
し

て

(
　

)
」

と

い
う
観
点

か
ら

、
「
一
ま

と
め

に
し

て
男

子

の
徳

と

い
う

一
つ
の
も

の

で
あ

る

(
　

し

か
し
　

で

は
、
単

に

「
徳

」
と
言

い
換

え
ら

れ

る
)
L
と

さ
れ

た
。
彼

に
と

っ
て
、

そ

の
徳

は
与

え

ら
れ
、

獲
得

さ

れ
、

「
教
え

ら

れ
る
も

の
で
あ

る

(
　

)
」
と

い
う
仕

方

で

「
あ

る
」
。

そ
れ

は
言

っ
て

み
れ
ば

、
国
家

成

立

の
た

め

の
技

術
類

似

の
能
力

論

の
観
点

で
あ

る
。

以
上

の
観

点

か
ら
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
諸

徳

が

ひ

っ
く

る

め

て

「
一
つ
の
も

の
ー

徳
1

で
あ

る

(
　

)
」

と
言
う

が
、

そ

の
観
点

に
同

意

で
き
な

い
ソ
ク

ラ
テ

ス
は
言

論

に
よ

る
厳
密

な
説

明
を

求

め



る

に
際

し

て
、

「徳

の

一
性

」

の
問
題

を
議
論

に
持

ち
込

む
。

さ
て
、

そ

の
議

論

に
於

い
て
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
が
支
持

し

な

い
の
は
、

第

一
節

で

の

(
一
⊥

ー
一
)

の
み
な
ら
ず

、

(
一
⊥

)

で
あ

る
。

テ

キ

ス

ト

の
　

「
こ
の
ぼ

く
も

そ
う

い
う
説

(
「
そ

の

一
つ
の
部

分

は
他

の
部
分

と
同

じ
様

な

も

の
で
は
な

い
」
)

に
加

担

し

た
と
君

が
思

っ
て

い
る

の

は
君

の
聞

き
違

い
だ

L
、
。。お
a

「
(顔

の
諸
部

分

の
よ

う

に
、
部
分

と
全

体

、

お
よ
び

部
分

相
互

が
似

て

は

い
な
く

て
、

そ
れ

ぞ
れ

が
固
有

の
機

能

を
持

つ
も

の
で
あ

る
、

と
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
発

言
を

サ

マ
ラ

イ
ズ
し

た
後

に
)

さ

っ
き

は
私
を

試

し

て
そ

の
よ
う

に

お

っ
し

ゃ

っ
た

の
だ

と

い
う

こ
と
も
充

分
考

え

ら
れ

る
」
と

い
う
箇
所

が

そ

の
こ
と

を
示

し

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
箇
所

で
共

に
支

持

さ
れ

て

い
な

い

の
は

(
一
⊥

)
で
あ

る
が
、

そ

れ
が
担

う

も

の
は
、
諸
徳

の

「
固
有

の
デ

ュ
ナ

ミ

ス
　

)
」

に
基

づ
く

主
張

で
あ

る
。

た
だ

し
、

「
徳

」

の
デ

ュ
ナ

ミ

　
お
　

ス

の
可
能

性

は
不
明

で
あ

る

し
、

ま
た
、

そ

の
他

の
選
択

肢

(
一
)
・
(
二
)
・
(
一
-
二
)
・
(
三
)

の
可
能

性
も

未
だ

残

さ
れ

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、

ソ
ク
ラ

テ

ス
は

(
四
)
を
導

く

に
あ

た

っ
て

(
一
⊥

⊥

1
一
)
を

認

め
る
プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
に
対

し
て
、

新

た

に
議

論
を

立

て
直

す

と

こ
ろ
か
ら

始

め
る
。

そ

れ
は
次

の
よ
う

に
展
開

さ

れ
る

(
　

)
。

J

-
1

正
義

は
或

る

一
つ
の
プ

ラ
グ

マ
、

(何

も

の
か
)

で
あ

る

(
　

)

J

-
2

今

名
指

し

た
プ

ラ
グ

マ
、

即

ち
正
義

、

は
、

そ

れ
自
体

正

し

い

(
　

)

J

-
3

正
義

は
正

し

い
よ
う

な
も

の
で
あ

る

(
　

)

P
-
1

わ

れ
わ

れ
は
敬
虔

と

い
う

も

の
も
何

か
と
し

て
認

め

て

い
る

P
-
2

そ

れ
が
プ

ラ
グ

マ
で
あ

る

こ
と
も
認

め

て

い
る

P
-
3

そ

の
敬
虔

そ

れ
自
体

を
本

来
敬
虔

な
る

よ
う

な
も

の

(

(
　

)

と
し

て
認

め

て

い
る



P
-
4
敬
虔

そ

の
も

の
が
敬
虔

な
る
も

の
で
な

い
な
ら
、

他

の
何

物

も
敬
虔

な

る
も

の
で

は
な

い

次

に
、

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
が
な

お
も

(
一
⊥

)
を
支

持

し

て

い
る

こ
と

の
確

認
が

な

さ
れ
、

そ

の
立
場

を
承

認
す

る
な

ら
、

以
下

の
こ
と

(〉
)

が
生

じ

る
と

さ
れ

る
。

A
-
1
敬
虔

は
正

し

い
よ
う

な

も

の
で
は

な

い
。

正
義

と

は
敬
虔

な

よ
う

な
も

の
で

は
な

い
。

A
-
2
敬
虔

と

は
正

し
く

な

い
よ
う

な
も

の

で
あ
る
。

正
義

と

は
敬
虔

で
は
な

い
よ
う

な

も

の
で
あ

る
。

A
-
3
敬
虔

と
は
不

正
な

よ
う

な
も

の
で
あ

る
。

正

義

と

は
不
敬
虔

な
よ

う
な

も

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
ソ

ク
ラ

テ

ス
自
身

は
、

「
正

義

は
敬
虔

な

る
も

の
で
あ

り
、
敬
虔

は
正

し

い
も

の

で
あ

る
ー

(
四
)
」

、
正
義

と
敬
虔

は
同

じ
も

の

か
、

最

も

　
り

　

似

て

い
る
も

の
で
あ

る
」
「
何

よ

り
も
、

正
義

は
敬
虔

の
よ

う
な

も

の
で
あ

り
、
敬
虔

は
正
義

の
よ
う

な
も

の

で
あ
る

」
と

主
張

す
る
。

四

さ
て

こ
こ

で
、
わ

れ
わ

れ

の
注
目

す

べ
き
幾

つ
か
の
間
題

が
浮

か
び

上

が

る
。

ま
ず

一
つ
は
、

J

-
3

や
P
-
4

で
述

べ
ら
れ

た

「
正
義

は
正

し

い
よ
う

な
も

の
で
あ

る
」

「
敬
虔
は
敬
虔

な
る

も

の
で
あ

る
」

と

い
う

述
定

と
、

(
四
)

で

の

「
正
義

は
敬
虔

な

る

も

の
で
あ

り
、
敬
虔

は
正

し

い

も

の
で
あ

る
」

と

い
う
述

定
が

、
も

っ
と
単

純

化
す

る
な

ら
、

A

"
「
正
義

は

正
し

い
し

と
、

B

"
「
敬
虔
は
正

し

い
」

の
二

つ
の
述

定

が
、
果

た

し

て

一
律

に
語

ら

れ
る

の
か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
実

際
、

こ
れ
ら

二

つ
の
述
定

は
少

々
理

解

に
苦

し
む
点

が

あ
る
。

A

は
従
来

、

イ
デ

ア

の

自
己

述
定

の
例

と

し
て
扱

わ

れ
る

こ
と
が

多

か

っ
た
が
、

『
プ

ロ
タ

ゴ
ラ

ス
』
篇

に
於

い
て
、
そ

れ

ま
で
何

ら
話

題

に
上

る

こ
と

の
な
か

っ
た
、

そ

ハぜ

し

て
そ

れ
以
降

も
言

及

さ
れ

る

こ
と

の
な

い
イ
デ

ア

の
問

題

が

こ
こ

の
箇

所

の

み
で
扱

わ
れ

る
と

い
う

の

は
唐

突

に
過
ぎ

る
し
、
他

方
、
B

の
「
敬

慶

は

(
そ
れ
自

体
)
正
し

い
」
の
場

合
、

直
接

「
敬
虔
」
に

つ

い
て

「
正
し

い
」
を

述
定

す
る

こ

と
は
理
解

に
苦
し

む
。

そ

こ
で

≦

鋤
ω
8
ω
は

勺
聾

ぎ

①



　け
　

℃
お
臼
8

二
8

を

導
入

し
、
こ
の

二

つ
の
述

定
を

一
つ
の
仮

定

か
ら
説

明

し
よ
う

と

し
た
。
し

か
し

こ

れ
ら

二

つ
の
述

定

は
本
当

に

一
律

に
語

ら
れ

て

い
る

の
だ
ろ
う

か
。

ま
ず
、

A

の
述

定
を

見

て
み
よ

う
。

そ

れ
は
実

際

の
と

こ
ろ
、

プ

ラ
グ

マ
の
導

入

か
ら
始

ま
り

(J
-
1
P

-
2
)
、

そ

れ
を
軸

に
し

て
述

べ
ら

れ

　は
　

て

い
る
。

そ
し

て
そ

の
プ

ラ
グ

マ
と

は
、

「何

か
名

指

さ
れ

る
も

の
が

あ

る
」
と

い

っ
た
だ
け

の
、
実

質

を
持

た
な

い
も

の
で
あ

る
。

そ

の
意
味

で

は
、

関
数

の
変
項

の
よ
う

な
も

の
と
考

え

て
も

よ

い
だ

ろ
う

。

す
る

と
、

A

"
「
正
義

は
正

し

い
」

の
パ
ラ

フ

レ
ー
ズ

は
次

の
よ

う

に
な
る
。

駕

日
「
或

る

x
は
正
義

と
名

指

さ
れ
、

そ

の
或

る
×
は

正
し

い
」

そ
し

て

こ
れ
は

ソ
ク

ラ
テ

ス
と
プ

ロ
タ

ゴ
ラ

ス

の
二
人

に
承

認

さ
れ

る
。
そ

こ
で

x
は
正

し

い
と
言

え

る

の
は
、
(名

指

さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

　ロ
　

つ
い
て
は
語

ら
れ

な

い
と

い
う
意

味

で
)

x
が

正
義

と
名

指

さ
れ

る
限
り

に
於

い
て
で
あ

ろ
う
。

一
方

、

ソ
ク
ラ

テ

ス
に
は
承

認

さ
れ

る
が
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
に
は
認

め
ら

れ
な

い
B

"
「
敬
虔
は
正

し

い
」
の
パ

ラ

フ

レ
ー
ズ

は
、

次

の
よ

う

に
な

る
。

　け
　

B

"
「
敬
虔
と
は
或

る

x
が
敬
虔

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

り

(κ

よ
り
)
、

そ

の
敬
虔

で
あ

る
と
言

わ

れ
る
も

の
は
正
し

い
と
も
言

わ

れ
る
」

こ
こ

で
、

が
正

し

い
と

い
え

る
の
は
、

x
が
敬
虔

で
あ

る

と

い
え
る

か
ら
、

と
考

え

る
な

ら
、

わ
れ

わ
れ

に
は
理
解

し

が

た

い
述

定

で
あ

る
。

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
が
B
を
拒

否

す

る
の
も
、

お
そ
ら
く

は

こ

の
よ
う

に
考

え
て

の

こ
と

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
し

か

し
ソ

ク
ラ

テ

ス
に
は
、

B
を

主

張

で
き
る
確

信
が

あ

っ
た
。

そ

の
確

信

は
ど

こ
か

ら
来

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

ソ
ク

ラ
テ

ス
が

B
を

主
張

す

る

の
は
、

前
節

で
挙

げ

た
A

-
1
～

A
-
3

の
直

後

で
あ

っ
た
。

わ

れ
わ

れ

の
日
常

の
感
覚

で

は
、

A
-
3
の
「
敬
虔

は
不

正

で
あ

る
」

は
、

例

え
ば
、

「
赤

は
不
正

で
あ

る
」

「
自
然

数

8

は
不
親
切

だ
」

が

ナ

ン
セ

ン
ス
な
述

定

で
あ

る
よ
う

に
単

な

る
ナ

ン

セ
ン

ス



な

の

で
は
な
く

、
そ

れ
ば

か
り

か
、

「
承
認

さ

れ
な

い
」
と

い
う
仕

方

で

の
強

い
意

味

あ

い
を
含

ん
だ
述

定

で
あ

る
。
実

際
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
も
、

B

の
主
張
を

そ

の
ま

ま
受
け

入
れ

る

こ
と

は
な

い
が
、
A
-
3

が
承
認

さ

れ
る

こ
と

を
認

め

て
は

い
な

い
。
し

か
も
後

の
箇
所

で
は
、
同
様

の
言

明

で

あ

るA
-
4

不

正
な

こ

と
を
す

る
人

間
が
、

不

正
を
行

う

と

い
う

そ

の
点

に
於

い
て
、

節
制

が

あ

る

(
　

)

及
び

A
-
5

そ

の
事

柄

の
知
識

を
持

っ
て

い
な

い
の

に
、

そ

れ
ら

の
事
柄

に
対

し

て

「
こ
わ
が

ら
な

い
よ

う
な

人

々

(そ

の
直
前

に
、

こ
れ
が
勇

気

あ
る

人

々
だ

と
プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
は
考

え

て

い
た
)
」

が
勇

気
あ

る
人

々

で
あ

る
。

(
　

)

を
、
拒

否

し
て

い
る
。

し

か
し
、

A

-
3
が

ナ

ン
セ

ン

ス
な

の

で
は
な

く

「
承

認

さ
れ

な

い
」
の
な
ら
、

そ

こ
で
言

わ

れ
る
敬
虔

と

「
不

正

で
あ

る
」
こ
と

は
、

相

互

に

そ

の
述
定

の
可
能

性

を
規
制

し
あ

っ
て

い
る
と

い
う
点

で
、
互

い
に
独
立

で

は
な

い
。
そ

し
て

A
-
3
は
B

と
系

を
な

す
述
定

で
あ

る
か
ら

、
従

っ

て
敬
虔

と

「
正

し

い
」

と

い
う

こ
と

も
互

い
に
独

立

で
は
な

い
こ
と

に
な

る
。

そ

の
よ
う

に
考

え

る
な

ら
、

わ
れ

わ
れ

は
B
を

次

の
よ
う

に
改

訂

で
き

る
だ

ろ
う
。

B

"
「
敬
虔
と

は
或

る

x
が
敬
虔

で
あ

る

と

い
う

こ

と
で
あ

り

(A
よ

り
)
、

そ

の
敬
虔

で
あ

る

と
言

わ
れ

る
も

の
は
正

し

い
と

も
言

わ
れ

る
、

そ

し

て

『
は
敬
虔

で
あ

る
』

と

『
は
正

し

い
』

の
両

者

が
述
定

さ

れ

る
そ

の
も

の
は
、

そ

の
よ
う

に
述
定

さ

れ
ざ

る
を

え
な

い
も

の

で
あ
る

が
故

に

そ

の
よ

う

に
両

者

に
述

定

さ

れ
る
、

す
な

わ
ち

両
者

は
相

互

に
独
立

な

の
で

は
な
く
、

両
者

の
述

定

が
共

に
そ

れ

へ
と
述
定

さ

れ
る
共

通

の
場

を

持

つ
」

そ

の
共
通

の
場

と
は
、

単

に
主
語

x
を

共
通

に
持

つ
と

い

っ
た
形
式

的

な

こ
と

で
は
な

く
、

そ

の

x
に
入

る

べ
き
も

の
が
、

『
は
敬
虔

で
あ

る
』



　　
　

と

『
は
正

し

い
』

の
二

つ
が
強

く

述
定

さ
れ

る

べ
く
、

そ

の
内

実

を
も
有

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

で
は
、

ど

の
よ
う
な

仕
方

で
両

者

は
相
互

に
独

立
な

の
で
は
な

く
、

両
者

の
述

定
が

共

に
そ
れ

へ
と
述

定

さ

れ
る
共

通

の
場

と
は
如
何

な

る
も

の
で
あ

る

の
か
。

五
こ

こ
で
わ

れ
わ

れ
は
前
節

の
A
-
5

の
言

明

に
関

し

て
考

え

て
み

よ
う
。
実

際

こ

の
言

明

は
、
も
う

一
度

初

め

か
ら
、
と

い
う
仕

方

で
徳

の

一
性

に

つ
い
て

(特

に
勇
気

に
関

し

て

で
あ

る

が
)
再

考

さ
れ

る
箇
所

で
提

出

さ
れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

再
考

に
あ

た

っ
て
、

ソ

ク
ラ

テ

ス
は
、

「徳

は
立

派

な
も

の
か
」
と

い
う

問
を
迫

っ
て

い
る
。
そ

こ
で
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
徳

に

つ
い
て
、
「
徳

は
も

っ
と
も
立

派
な

も

の
で
あ

る

(
　

)
」

と
述

べ
る

(。。
お
Φ
a)
。

そ

の
徳

は

「
そ

の

一
部

は
醜

く
、

一
部

は
立

派
だ

」
と

い
う
も

の
で
は
な

く
、

「
全
体

が

こ

れ
以
上

な

い
ほ
ど

立
派

な

の
だ

(
　

)
」

と

さ
れ

る

(ω
お

Φ
。。
)
。

ソ
ク

ラ
テ

ス
と
プ

ロ
タ
ゴ
ラ

ス

の
両
者

が
全

く
同

じ
意

味

で

「
立

派

で
あ

る
」

と

い
う

言
葉

を
用

い
て

い
た

の

か
ど
う

か
は
問

題

が
残

る
が
、

と
も

か
く

「
徳

は
立

派

で
あ

る
」
と

い
う
共

通

の
前
提

が
成

立

し

て

い
る
。
ま

た
、

「
立
派

な

こ
と

は
善

い
こ
と

で
あ

る
」

(
　

)

と

い
う

同
意

か
ら

、

「徳

は
善

い
」
と

い
う

こ
と

も
帰
結

さ

れ
よ

う
。

と

こ
ろ

で

こ
の
箇

所

で
は
、

プ

ロ
タ

ゴ
ラ

ス
は
勇

気

に
関
し

て
、

大

き
く
言

っ
て
、
以

下

の
二

つ
の
立

場

で
揺

れ

て

い
る
。

立
場

A

"
諸
徳

の
単
独

定
義

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は

一
方

で

は
、
「
勇
気

あ

る
人

々
と

は
も

の
を

こ
わ
が

ら
な

い
人

々

で
あ

る
」
(
　

)
と

い
う

見
解

を
持

っ
て

い
る
。
「
勇

気

は
あ

る
が
不
正

な
人

間
」

「
正
義

の
人

で
あ

る
が

知
恵

が
な

い
と

い
う

者
」

(
　

)
を
認

め

る
立

場

は
、

こ
の
見
解

と
系
を

な
す

と
思

わ
れ

る
。

そ

れ
を

さ
ら

に
進

め

る
と
、

A
-
4

の

「不

正
を

行
な

い
な

が

ら
節
制

(分

別

)
の
あ

る
よ

う
な
人

」

(
　

)
を
認

め
る

こ
と

に
も

な
る

(初



め
、

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
は
否
定

し

て

い
た

(ω
ω
。。
〇
一
-
ω
)
が

)
。

立
場

B

"
し

か
し
他
方

で
彼

は
、

A
-
5

の

「
知

識
も

な

い

の
に
こ

わ
が
ら

な

い
無

鉄

砲

な
人

々
は
勇
気

の
あ

る
人

々
か
」

と
問

わ

れ

て
、

「
そ

れ

で
は
勇
気

と

い
う
も

の
が
、

み

っ
と

も
な

い
も

の

(
　

)
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま
う

」

(
　

)
と

主
張

す

る
。

ま

た
、

対
話
篇

の

最

後

の
部
分

(
　

)

で
、

彼

は

「
(恐

ろ

し

い
も

の
と
恐

ろ
し

く
な

い
も

の

に
関
す

る
)
知

恵

が
勇
気

で
あ

る
」

こ

と
を
否

定

で
き

な
く

な
る
。

そ
れ

は
、
勇
気

の
あ

る
人

や

そ

の
向

か
う

と

こ
ろ

が
立
派

な
も

の
で
あ

り

(
　

)
、
臆

病

な
人

や
蛮

勇
を
発

揮

す

る
人
や
気

の
違

っ
た
人

の
臆

病

や
向

こ
う

見
ず

が
醜

い
も

の

で
あ

る

(
　

)
と
同
意

し

た
こ

と

(
　

)
に
起

因
し

て

い
る
。

同
様

に
、

「
勇
気

は
あ

る

が
不

正
な

人

間
」

(
　

)
に
関
し

て
も

、

ま
た

「
勇
気

は
あ

る
が

不
敬
虔

な

人
間
」

に
関

し

て
も
、

「
そ

れ

で
は
勇
気

と

い
う

も

の
が
、

み

っ
と
も

な

い

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま
う

」
と

言
え

る
だ

ろ
う

。

立

場

A

で
は
諸
徳

の
独

立
が
主

張

さ
れ

る
が

、
立

場

B
で

は
勇
気

と
知

恵

と

の
連

関

が
述

べ
ら

れ
る
。

そ

し
て

そ

の
連

関

を
支
え

て

い
る

の
は

「立

派

で
あ

る

・
美

し

い
」
「
み

っ
と
も

な

い

・
醜

い
」

と

い
う

言
葉

で
あ

る
。

こ
う
し

た
言
葉

は
、

初
期

対
話

編

で
は
、
　

な

ど

の
論

者

　お
　

が
述

べ
る
よ
う

に
、
本

来

、

エ
レ
ン

コ
ス
の
場

面

で
し

か
用

い
ら
れ

て
は

い
な

か

っ
た
。

し

か
し
、

例

え
ば

「
勇
気

は
立

派
な

も

の
で
あ

る
」

と

エ
レ
ン

コ
ス
の
場
面

で
そ

の
よ

う
な
行

為

を
評
価

し

或

い
は
理
由

づ

け

る
言
葉

が
対

話
相

手

に
よ

っ
て
用

い
ら

れ
た

と
し

て
も

、
そ

れ

は
未
だ

そ

　り
　

の
言

葉
を

発
し

た
者

の
思

い
で
し

か
な

い
場

合

が
大

い
に
あ
り

う

る
。

ソ
ク

ラ
テ

ス
に
し

て
も

、
そ

れ
ら

の
言

葉

は
当

初

、

エ
レ
ン

コ
ス

の
武

器

と

し

て
し
か
機
能

し

て

い
な

か

っ
た

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

し
か

し
そ
う

し
た
言

葉

が
複
数

の
個

別
徳

を
束

ね

る
も

の
と

し

て
語

ら

れ

る
場

面

で

は
、

そ

れ
以
前

の

エ
レ
ン

コ

ス
の
場
面

と
は

異
な

っ
た
様

相
を

帯
び

て
く

る
。
勇
気

や
節

制

や
敬
虔

は

、

一
つ
の
行

為

の
あ
り

方
を
語

り

、
或

る
意
味

で
そ

の

一
つ
の
行
為

に
形

を
与

え

る
言
葉

で
あ

る

が
、

「
立

派

で
あ

る

・
美

し

い
」

「
み

っ
と

も
な

い

・
醜

い
」
と

い
う
言

葉

は
、
更

に
そ
れ

ら
勇
気

や
節

制

や
敬
虔

を
決

め

る
支

え

に
な

っ
て

い
る
と

い



う
意

味

で

(例

え
ば
、

「
そ
れ

で
は
勇

気

と

い
う

も

の
が
、

み

っ
と
も

な

い
も

の
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し
康
う

」
と

い
う

語

り
方

が

そ

れ
を
示

し

ハ
ゆ
　

て

い
る
)
、

レ

ベ
ル
が
異

な

る
書

葉

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

こ
う

し

て
、

初
期

対
話

篇

の
多
く

で

エ
レ
ン

コ
ス
の

た
め

に
し

か
用

い
ら

れ
て

い
な

か

っ
た

「
立

派

で
あ

る

・
美

し

い
」
「
み

っ
と
も

な

い

・
醜

い
し
と

い
う
言

葉

に
、

『
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
』
篇

で
は
ポ

ジ

テ

ィ
ヴ

な
役

割

が
割

り
当

て
ら

れ
る
。

そ

し

て
そ
れ

は
立

場
A

(諸
徳

の
単
独
定

義

)
か

ら
立

場

B

へ
の
転
換

に
対

応

し
て

お
り
、

「
徳

の

一
性

」

が
導

入
さ

れ
る
意

義

の

一
つ
は

そ

こ

に
見

い
だ

さ

れ
る
。

ま
た

、

い
わ
ゆ

る

「
ア
ク

ラ

シ
ア
」
及

び

「
快
苦

の
測

定
術

」
が

展
開

さ

れ
始

め
る
部

分

で

の
次

の
議

論

に
触

れ

て
お
く

こ
と

も
大
切

で
あ

ろ

う
。

そ

こ

で
は
ま
ず

、

ソ
ク

ラ
テ

ス

に
よ

っ
て
次

の
よ

う

に
書

わ

れ
る
。

　ど

「
楽

し
く
生

き

る

こ
と
が
善

い
こ
と

(善
)

で
あ
り
、

不
快

な
生

を
送

る

こ
と
が

悪

い
こ
と

(悪

)

で
あ

る
し

(
　

)

こ

れ

に
対

す

る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の
解
答

は
次

の
よ
う

な
も

の

で
あ

る
。

「
そ
う
。

た
だ

し
、

立
派

な
事
柄

を
楽

し

み
な

が
ら
生

き

る
な

ら
ば

」

(
　

)

直

後

の

「
楽

し

い
も

の

の
中

に
は
善

で
な

い
も

の
が
あ

り
、

苦

し

い
も

の
の
中

に
も
悪

で
な

い
も

の
も
あ

れ
ば

…
…

し

(
　

)
と

い
う

言
葉

が
示

す
よ
う

に
、

こ

の
発
言

の
ポ

イ

ン
ト

は
、

「
楽

し

み
な
が

ら
」

の
方

に
で
は

な
く
、

「
立
派

な
事

柄

を
」

の
方

に
あ

る
。

そ

れ
は
、

快
苦

が
善

悪

の
よ
う

に
は
全

て

の
人

に
よ

っ
て

一
律

に
定

ま

ら
ず

、
決

ま

っ
た
場
所

を
持

っ
て

い
な

い
、

す

な

わ
ち
、

快
苦

の
方

に
は
善
悪

を

一
義

的

に
決

　を

め
る

力
が

な

い
こ
と

を
示

し
て

い
る
。

し

か
し

ソ
ク

ラ
テ

ス
は

「快

ー
善

し

の
立

場
を
提

出

し
、

そ

れ
で
論

を
進

め

て

ゆ
く
。

さ
て

こ
う

し
て
、

「立

派

で
あ

る
」

「
善

い
」

と

い
う

観
点

で
諸

徳

を
考

え
る
場

合

に
、

し

か
も

、

そ

の
場

合

に
限

っ
て
、

諸
徳

に
関

し

て
正

し

く
述

べ
る
こ

と
が

で
き

る
。

な
ぜ

な

ら
、

「
勇
気

あ

る
人

々
と
は

も

の
を

こ
わ
が

ら
な

い
人

々

で
あ

る
」
と

い
う
主

張

は
、
先

に
見
た

よ
う

に
、

そ

う

で
あ

る
場
合

も
あ

れ
ば

そ
う

で
も

な

い
場

合

も
あ

る

か
ら

で
あ

る

(
お
そ
ら

く
そ

こ

に
、

初
期

対
話

篇

で

の

「
X

と
は
何

か
」

の
問

が

ア
ポ

リ

ハれ
　

ア
で
終

わ
る

こ
と

の
示
唆

が
あ

る

の
だ
ろ

う
)
。



こ

の
よ
う

に
、
正
義

.
敬
虔
等

は
、
単

独

で

の
定
義

を

受

け
入

れ
な

い
。

そ
れ

ら
が

「
立
派

で
あ

る
し

「
善

い
し
と
述

べ
ら
れ

る

の
は
、
正

義

・

敬
虔

等

が

い

っ
た

ん

「
徳

」
と

い
う
場

所

で

お
さ
え

ら
れ

て

い
る

か
ら

で
あ
る
。

例

え
ば

、
「
勇

気
あ

る
人

々
と
は

も

の
を

こ
わ
が

ら
な

い
人

々
で

あ

る
」

と

い
う

勇
気

の
単

独
定
義

は
、
そ

れ
自
体

で
は
立

派

で
あ
り
或

い
は
立

派

で
は
な

い
。

し

か
し
勇
気

が

「
徳

し

で
あ

る
な

ら
、

そ
れ

は
正

し

く
、
敬
虔

で
あ

り
、
知

恵
が

あ
り

、
立

派

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

「徳

」

と

は
、
勇

気

と

い
う

も

の
を
捉

え

る
た

め

に
な
く

て
は

な
ら

な

い
も

の

で
あ
り
、

そ

れ

に
よ

っ
て
勇
気

が
勇
気

と

し

て
捉

え

ら
れ

る
も

の

で
あ

る
。
そ

れ
が

な

か

っ
た

な
ら

ば
、

わ
れ

わ

れ
は
勇

気

に
関
し

て

「
立
派

で

あ

る
」

「善

い
」
と
述

べ
る
こ

と
が

で
き
ず
、

従

っ
て
勇
気

に
関

す

る
正
当

な
把
握

が

で

き
ず

、

個

々
人

の
そ

の
人

の

み
に
通
用

す

る
勇
気
把

握

と

い
う

ば

ら
ば
ら

な
寄

せ
集

め
を
手

に
入
れ

る
だ

け

で
あ

る
。

勇
気

と
徳

の
関

係

は
、

岡
じ
身

分

の
二

つ
の
も

の

の
関
係

で
は
な

い
。

そ

の
他

の
徳

に

つ
い
て
も
同

様

で
あ
り
、

徳

が
な

け
れ
ば
敬
虔

は
正
し

い
か
ど
う

か
言

う
事

が

で
き
ず

、
、
徳

で
あ

る
こ
と

L
に
よ

っ
て
、
敬
虔

は
正

し

い
と
言

う

こ
と

が
で
き

る
。

そ
し

て

、
徳

で
あ

る

こ
と
」
に
よ
る
言

明

こ
そ
が

、
敬
虔

に

つ

い
て
の
正
当

な
言

明

な

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
敬
虔

と

は
、

「
徳

の
あ

る

ひ
と

の
敬
痩
」

以
外

で
は
な

い
。

す
な

わ

ち
わ

れ
わ
れ

は
、
敬
虔

・
勇
気

と

い
う
仕

方

で
、
徳

の
あ
ら

わ
れ

を
見

る
。

し
た

が

っ
て
、

「
徳

ー
善

い
.
立

派

で
あ

る
」

と

い
う

こ

と
が
敬
虔

・
勇

気
等

を
決

め

る
支

え

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
限

り
は
、

そ

れ
が

わ

か
ら
な

い
限

り
、
敬
虔

・

勇
気

等

の
定
義

(単
独

定
義

)

は
不
可

能

で
あ

る

と

い
え
る
。

こ

の
よ
う

に
、

「
徳

の

一
性
」
を
め
ぐ

る
問

題

は
、
単

に
勇

気

や
節
制

と

い

っ
た

「
諸
徳

」
の
定

義

に
関

す
る

問
題

で
も

な

け
れ
ば

、
諸
徳

の
存

在
を

な

に
も

の
か
と
前

提

し
た
う

え

で
論
を

進

め
る
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
が
提

唱
す

る
よ

う
な

「
国
家
有

数

の
人
間

(男

子
こ

の
養
成

の
問
題

で
も

な

か

っ
た
。

そ
れ

は
む

し
ろ
、

「
善

く
立

派

で
あ

る
」
と

い
う
言

葉

を
持

っ
て

い
る
わ
れ

わ
れ

が
、

そ

の
言
葉

を
持

つ
こ
と

に
よ

っ
て
、

一
体

ど

の
よ

う
な

あ
り
方

を

し

て

い
る

の
か

と

い
う

、
人

間
存

在

の
極

め

て
根

元
的

な
場

所
を

問

う

て
ゆ
く
意

識

の
あ

ら
わ

れ

で
も
あ

っ
た

の

で
あ

る
。



(1
)

『
メ

ノ

ン
』

謎
?

隷

餌
で

は
、

徳

が

一
つ
で
あ

る

と

い
う

問

題

が
問

わ

れ

る
。

『国

家
』

で

の
魂

の

三
部

分

説

も

ま
た

、
究

極

に
は

徳

の

一
性

の
問
題

を

扱

っ
た

も

の

で
あ

ろ
う

。

そ

し

て
最

後

期

の

『法

律

臨
㊤
①
ω
鋤
占
Φ
Φ
鋤
で

は
、

徳

の

一
性

の
問

題

は
極

め
て

重
要

な
も

の
と

さ

れ

る
。

(2
)

『ラ

ケ

ス
』

一8

血
ゐ

で

は
、

勇
気

の
定

義

が
最

終

的

に
な

さ

れ

た
と

思

わ

れ
た

と

き

に
、

徳

の

一
性

の
問

題

が
あ

ら

わ

れ

て
く

る
。

た

だ

し
そ

こ
で

「善

き

こ

と
ど

も

と
悪

し
き

こ
と

ど
も

の
知

(複

数

形

に
注
意

)
」

と

い
う

こ
と

を

認

め

る
な

ら
、

そ
れ

は

疑
似

問

題

に
な

っ
て
し

ま

う
。

(3

)
彼

ら

の

≦

器

酔o
ω
批

判

の
論

点

は

以
下

の
も

の
で
あ

る
。

ω

ω
お
げ
一
ふ

を
読

み
誤

っ
て

い

る
。
実

際

は
　

で
は

な

く
、

前

節

の

(
二
)

で
あ

る

。
ω

諸

徳

が

エ
ル
ゴ

ン
を
成

し
遂

げ

る

9

嘗
8
①
o
暁
冨

o
註

Φ
轟

Φ

で
あ

る

な

ら
、

≦
凶ω
血
o
ヨ

は
不

要

で

は

な

い
か

、

つ
ま
り

、

諸

徳

の
名

が
異

な

っ
た

灼
o
≦
Φ
毎

を

名

指

す

な
ら

、

叢

ω
餌
o
ヨ

は

必
要

で
は

な

い
。

(4

>
彼

ら

は

、
鍛
鍵
器

〈お
。◎
戯
)
の
、
経

済

学

に
対

す

る
ミ

ク

ロ
経

済

学

と

マ
ク

撫
経

済
学

の
関

係

と

い
う

、
　

へ
の
反

駁

を
行

っ
て

い
る
。

そ

れ

は
、
ω

個

別

徳

の

一
つ
で
あ

る

≦
一巴

o
ヨ

の
特

溺

性

が

説
明

さ
れ

な

い
、

㈹

ミ

ク

ロ
経

済

学

の
専

門

知

識

は

マ
ク

ロ
経

済

学

の

そ
れ

で

は

な

い

の

で
、
金

塊

の
比
喩

に

フ

ィ

ッ
ト

し
な

い
、

と

さ

れ
る
。

(
5
>

そ

の
他

、

○
繊
圃◎
℃

(罎

鎗

〉

の

識
Φ
簿
画曙

で
な

く

財
◎
ヨ
o
窪葭
霧

Φ
潔
《

(
ω
鉱
や
℃
お
臼
⇔
鋤
甑
◎
鵠

を
用

い
る

こ

と
な

く

共

通

の

ゆ
鑓

簿

置
m
を
持

つ
…

　)

と

い
う
解

釈

も
あ

る

。

そ

れ

は
以

下

の
A

～

F

に
於

い

て
、

73c-74a

Pauline 
Predication

w
isdom

a 
piece 

of 
know

ledge

T
he D

ishipline/Subdiscipline 
M

odel

w
isdom

pow
ers

V
lastos

K
raus 

(1984)

w
isdom ( Self-Predication

qualities
hom

ogeneity
identity

G
allop 

(1961)

 
of 

the 
sam

e 
class, 

as 
each 

other

A
. Justice 

is of such a class 
as to be just 

; ( for surely 
it 

is just 
rathes 

than 
unjust 

) ; 330C
2-9. 

B
. H

oliness 
is of such a class 

as to be holy 
; 330D

5-E
2. 

C
. Justice 

is of the sam
e 

class as H
oliness, 

nor 
H

oliness 
of the 

sam
e 

clss 
as Justice 

; 330B
3-6. 

D
. Justice 

is not 
of such 

a class 
as to 

be holy, 
nor H

oliness 
of such a class 

as to be just 
; 331A

7-8. 

E
. Justice 

is of such a class as to be not holy, 
and H

oliness 
of such a class 

as to 
be not 

just ; 331A
8-9. 

F. Justice 
is unholy, 

and 
H

oliness 
unjust. 

331A
9-B

1.

963a-966a

109d-e

349b1-6



F
は

法
外

で
あ

り

、
F
が

偽

↓

E

が
偽

↓

D

が
偽

↓

C

は
撤

回

さ

る

べ
き

(A

、
B

に
も

疑
念

が
残

る
)
。
よ

っ
て
、

言

ω甑
o
①
一ω
o
眺
9
Φ

。。
蝉
日
①
o
一餌
ω。。

鋤
ω
出
○
一冒
①
ω
p
ぼ
o
一一⇒
Φ
。。ω
o
暁
9
Φ
ω
餌
ヨ
①
色
蝉
ωω
①
ω
言

ω
二
〇
Φ
"
こ
れ

が

Qり
o
p

に

嚢
陣
評
いq
N黛

司
騨
ミ

e
く

に
承

認

さ

れ

る
。

(6

)
徳

ー
能

力

と
す

る

方
向

は
、

次

の

も

の

で
あ

る
。

閃
臼

色
o
ぎ

(一り
。。
卜。
)
"
"島

Φ
℃
o
≦
Φ
「
8

臼
。・o
Φ
∋

ひq
o
o
匹
。。
碧
a

Φ≦

ω
汚

こ

れ
を

諸
徳

が
名

指

し
、

"
薯

げ
讐

一ω
×

～"

の
答

え

と

も
な

る

。

ま

た
、

諸

徳

の
方

に
位

置

づ

け

る

の
は
、

以

下

の
人

々

で
あ

る

。

℃
Φ
§

①
「

(一
Φ
刈
ω
)
"
"8

二
ω巴

く
圃①
≦
.
u

O
o
≦
9

(
騨
ω
ωo
∋
Φ
冒
ω
《
o
げ
o
δ
ひq
ド
巴

ω
け讐
Φ
)

o
o
β
ω巴
ぐ

「Φ
ω℃
o
⇒
ωま
げ

ho
『
①
℃
①
「QD
o
筏
ω
σ
①
ぎ
σq
o
o
信
「餌
aqΦ
o
¢
ω.
芝

Φ
凶ωω
(一
)
(一㊤
OQ
㎝
)
"
≦
尻
血
o
ヨ

と

6
0
ξ

鋤
ひq
Φ
の
同

一
性

は
、

共

に
勇

気

あ

る
行

為

を

な

さ

し

め

る

ωo
ξ
o
Φ
で
あ

る

こ
と

に
あ

る

。

箋

磐

Φ
臨
巴
a

(一㊤
。。
刈
)
"
諸

徳

は

ヨ
Φ
三

巴

ω
冨
8

で
あ

り
、

そ

れ

ら

は
行

為

を
作

る

O
o
宅
臼

と

O
o
≦
Φ7

旨
里
島
コ
ひq
肩

8

臼
けδ
ω

に
お

い
て
類

似

す

る
。

Ud
「
8
写

〇
二
。・?

Qっ
∋
凶夢

"

諸
徳

の
違

い
は

そ

の

甘
昌
o
賦
o
コ

で
特

定

さ
れ

る

、

"薯

ゴ
緯

凶ω
×

ゆ
奇

の
答

え

と

し

て

の
そ

れ

ぞ

れ

の

∋
o
轟

一
Φ
門σq
9。

で
あ

る
。

(7
)

プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス

に
よ

っ
て
、
認

討

一
-N
で

は

「
国
家

成

立

の
た

め

に
は

、

誰

一
人

徳

に

つ

い
て
素

人

で
あ

っ
て

は

な
ら

な

い
」
と
、

更

に
認

刈
9

-Φ
一
で

は

「
法
律

の
支

配

す

る
社

会

で
育

て

ら
れ

た

不
正

な

者

の
方

が
、

教

育

も
法

も

な

い
野
蛮

人

よ

り

も
、

正
義

の
人

で
あ

る
」

と
述

べ
ら

れ

る
。

後
者

で

の

「
不

正

な
者

」
は

「
へ
た
な

笛

吹

き
ー

素

質

の

な

い
者

」
と
対

比

さ

れ

て

い

る

(名

人

で
も

素

人

で
も

な

い
者

9

ω
鋤
く
碧

P
一
逡

)
が
、

技

術

の
誤

用

・

悪

用

と

い
う

観
点

1

「誤

用

.悪

用

す

る
者

は
、

素

人

よ

り

も
優

れ

て

い
る
。
」
1

も

含

ま

れ

て

い
る

と
思

わ

れ

る
。

し

か
も

、
ω
謡

鋤
b。
で
言

わ

れ

る

「徳

」

は

、

「人

間

の
徳

(漸
ミ
書
e
獣

ミ

書

向
息

)
」

で
は

な
く

、

「
男

子

の
徳

(漸
贈
曾
a
り

書

無

弾
)
」

で
あ

る

こ

と

に
注

意

し

て

お
く

必

要

が
あ

る
。

Gり
⇔
<
①
コ

O
b
』
ω
O
-
卜。
も

、

こ

こ

で

の

言

ω
二
6
Φ
餌
昌
a
「
①<
Φ
「①
コ
o
Φ
は

(閃
o
門ヨ

で
は

な

く
、

と

い
う
観

点

か
ら

で

は
あ

る

が
)

ω
評
≡
ω
で
あ

り

窃
い
く鍵

馬
h
で
あ

る

も

の

と
し

て
捉

え

て

い
る

が
、

(
ソ
ク

ラ

テ

ス
は

と

も

か
く

)
プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
が

そ

の
よ

う

に
考

え

て

い
た
、-
と

い
う
点

に
関

し

て

だ

け

は
正

し

い
と
思

う

。

ま
た

、

鼠

を

似
ωω
(一)P

卜。
G。
ち
謡

・。

(
8
)

(三
)

に
関

し

て

u

(
一
-
一
)

に
下

属

す

る

の
は

(
一
⊥

1
一
)

の

み
で

、

(三
)

は

(
一
-
一
)

に
下
属

す

る

選
択

肢

で
な

く

二

⊥

)

と

は
独

立

で

あ

る
と

も

と

れ

る
。
例

え
ば

、

二

ー
二
)

に
関

連

す

る

こ

と
も

可

能

で

あ

る
。

従

っ
て
、

(三

)
を

採

っ
た

と
し

て
も

、

(
一
-
一
)
を

支
持

し

て

い
る

こ

と

に
は

必
ず

し

も

な

ら
な

い
。

ま

た
、

諸

徳

が
固

有

の
デ

ュ
ミ

ナ

ス
で

あ

る
事

は

否
定

さ

れ

て
は

い
る
が

、

個
別

の
デ

ュ
ミ

ナ

ス

の
別

々

の

「発

現

」

で
あ

る

こ
と

は
否

定

さ

れ
な

い
。

し

か
し

い
ず

れ

に

せ
よ

、

「諸

徳

1ー

デ

ュ
ナ

ミ

ス
」

で

な

い
と

い
う

こ

と
は

押

さ

え
ら

れ

て

い
る
。

(
9
)
し。ω
一9

の

び
謎

は

、げ
Φ
o
餌
二
ωΦ
.、と

と

る

(
　

)

の

で

は
な

く

、

.、島

簿
、、
(○
巴
一〇
℃
・
O
b
p

日
9。
覧
o
H
O
.一
嵩

)

と

と
る

。

(
10
)

『プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
篇

で

は
、

イ
デ

ア

・
エ
イ

ド

ス

は
主

題

と

し

て
論

じ

ら

れ

て

い
な

い
。

瓢
窃
o
h
と

い
う

語

は
ω
一
㎝
①
一

〕ω
ω
。。鋤
押
ω紹

鋤
O
で
登

場

す

る

が

、



そ
れ

は
事

物

の
姿

と

い
う

意
味

で
用

い
ら

れ

て

い
る

の
み

で
、

い
わ

ゆ

る
イ

デ

ア
論

的

な

用

法

で
は

な

い
。

ω
繋

雪

も

、
男
o
門鑓

を
持

ち

込

む

こ

と

を
認

め
ず

(℃
O
い
ω
O
山

)
、
も際
色
や
℃
『Φ
隻
c
簿
圃o
コ

へ
の
疑

念

を

表

明

し

て

い
る
。

た
だ

し

彼

は

「
目
が

見

る
、

耳

が

聞

く

、

と

い
う

の
と
同

様

に
、

正
義

し

は
正

し

い
し

と

勲
ミ
食
ミ
噴
を

て

こ

に
論

じ

て

い
る
が

、

そ

れ

に

は
賛

同

で

き

な

い
。

(
11
)

<
貯
も・
ε
ω
の
℃
鋤
島

昌
①
頃
器
臼
$

甑
o
コ

は

二
節

で
も

触

れ

た
が

、

こ
こ

の
A

、

B

に
対

応

さ

せ

て
述

べ
れ
ば

、

次

の
よ

う

な

も

の
で

あ

る
。

疋

"

「正

義

の

営
ω
$
9

や

正
義

で
あ

る

人

は
正

し

い
」

曾

餌

「
敬
虔

の

貯
ω
冨
コ
o
p
敬
崖

で
あ

る

人

は
正

し

い
」

(
12

)

ω
鋤
く
彗

℃
曾爲
甲

ω
は

、
目

と
耳

が

.薯

○
象
ω
戴
鵠
黛

鷺
a

o
津

窯
轟

、
で
あ

る

こ

と

に
対

し

て
、
正

義

が

蟷

離
§

黛

で
あ

り

、
敬

腱

が
　

で
あ

り

、
目

と
耳

の

ら
ミ

ミ
袋
噴

が

そ

れ

ら

の

暮

魁
悉
ミ

に
関

与

す

る

の
と
同

様

に
、

正
義

や
敬

崖

の

%
ミ

健

ミ

が
そ

れ

ら

の

馨

9
ミ
黛

と
閣
与

す

る
、

と
述

べ
る
が

、

そ

れ
が

プ

ロ
タ
ゴ

ラ

ス
の

み
な

ら

ず

ソ

ク

ラ

テ

ス
も
同

意

す

る

と

こ

ろ
で

あ

る

と
す

る

な

ら
ば

(実

際

ω
伽
く
麟ゆ
5
は

そ

う
し

て

い
る

が
)
、

こ
こ
の
文
脈

に
於
け

る

暮

母
ミ
桑

に
実
質
を
読

み
込
み
す
ぎ

て
い
る
と
思
う
。
ま
た
こ
こ
で
の

暮
黛
ミ
黛

は
、
ω
お
び
心
で

o
ミ

湊

と
並

べ
ら
れ

る
　

と
同
じ
意
味
用
法
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
全
く
な

い
。

(
13
)
こ
の
こ
と
に
関
し

て
は

糧
ク
ラ
テ

ユ
ロ
ス
』
の
次
の
箇
所
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
「名
前

の
正
し
さ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ

の
プ

ラ
グ

マ
が

「
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ

る
」
と

い
う
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

(
　

ン

　
)

(お
o。Φ
ご

(
14
)

こ
の
考

え

は
、

例

え

ば

内
警

コ
冒
・一①
O

及
び

戸
一誤

な

ど

を
参

照

。

(
15
)

定
義

に
関

わ

る

ほ

ど

の
強

い
述

定

に
関

し

て

は
、
例

え
ば

O
≦
o
芦

箸

'誌
駆
お

な

ど

で
述

べ
ら

れ

る

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

の

「
。・耳
o
轟

壱

話
臼
8

甑
§

」

(述
語
を
定
義

に
よ

っ
て
置
換

で
き
る
も
の
〉
な
ど
が
或
る
光
り
を
当
て
て
く
れ
る
と
思
う
。
そ
し
て
先
取

り
し
て
言

え
ば
、
こ
こ
で
の

「
共
通
の
場
」

を
、
筆
者
は

「徳

」
そ

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

つ
ま
り
、
「
徳
し
と
諸
徳

の
関
係

は
そ

の
定
義

が
関
わ
る
ほ
ど
に
、
内
的

な
も

の
で
あ
る
。

(16
)
　

等
参
照
。
初
期

に
あ

っ
て
は
、
徳

は
称
賛
さ
れ
る
故
、
何
ら
か
の
観
点

か
ら
よ

い
も

の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
本
対
話
篇
で
は
、
讐美
し

い
し
の
用

い
ら
れ
方
が
、
そ
れ
ら
と
は
質
的

に
異
な
る
場
面
を
含

ん
で
い
る
と
思
う
。

(17
)

一
節
冒
頭

で
の
プ

ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
述

べ
る

「
す
ぐ
れ
て
立
派
な
人
間

に
な
る

(
　

が
男
性
形
で
語
ら
れ
て

い
る
こ

と
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

(18
)
勇
気
や
敬
虔

が

「
徳
」

で
あ
る
の
が
、
ク
ラ
ス
問
の
包
含
関
係
と
、
例
え
ば
、
人
間

と
犬
が
動
物

で
あ
る
の
と
違

っ
て

い
る
点

の
説
明
も
、
そ
こ
に
、



引
用
文
献 つ

ま

り

「
徳

は

美

し

い

・
立

派

な
も

の
で

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
」

と
言

う
点

に

ヒ

ン
ト
が

あ

る

だ

ろ
う

。

(19
)

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

、

「楽

し

い
も

の

は
、

楽

し

い
と

い
う

こ

と

に
観

点

を

置
く

限

り

、
善

な

の

で
は

な

い
か
」

(ω日

①
一
-
N
)

と

い
う
限

定

の
下

に
、

「快

ー

善

」

の
議

論

を

展
開

す
る

。

こ

の

「
快

11
善

」
が

如

何

な

る
も

の

で
あ

り
、

そ

れ

が
プ

ラ
ト

ン
自

身

の
主

張

で

あ

る

の

か
、

ま

た
そ

う

で
あ

れ
ば

他

の

対

話
篇

と
調

和

す

る

の

か
、
更

に
、
も

し

不
調

和

で
あ

る

な
ら

、
ど

の

よ
う

に
説

明

が

つ
け

ら

れ

る

の
か

、
等

の
問

題

を
論

じ
た

も

の
に
、

O
o
ω
ぎ

αq
卸

日
m
覧
o
『も
戸
&

-
①
。。
が

あ

り
、

「
善

11
一〇
口
αq
み
臼
ヨ

且
$

ω
9。
馨

器

ωω
」

と

い
う

見

解

を

ソ

ク

ラ
テ

ス
に
帰

し

て

い
る
。

こ
れ

に
対

し
、

例

え
ば

を

①
凶貫

卜。
)

(。。
)は

、
快

の
種

類

の
区

別

を

排

し

た
場

面

で

の
主

張

で
あ

る

と
す

る
。

妻

Φ
凶。。玖
b。
×
ω
)の

(
『プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
篇

に
限

っ
て

の
)
快

の
解

釈

は
正

当

な

も

の

で
あ

ろ
う

と

思

わ

れ

る

(次

註
参

照

)
。

し

か

し
筆

者

は
、

こ

こ

で

の
プ

ラ

ト

ン

の
議

論

の
ポ

イ

ン
ト
は

、

快
楽

論

そ

の
も

の

に

で

は
な

く
、

徳

の
行

為

の
モ

テ

ィ

ベ
ー

シ

ョ
ン

の
問

題

に
あ

り

、

そ

の
た

め

の
議

論

の
土

俵

と

し

て

「
快

ー
善

」

を

出

し

て
き

た

の

で

は
な

い
か

と
考

え

る
。
他

の
対

話

篇

と

の
整
合

性

の
問

類

も
、

そ

の
視
点

か
ら

考

え

る

べ
き

で

は

な

い
だ

ろ

う

か
。

(20

)
芝

①
一ωω
は

、

ソ

ク

ラ
テ

ス
の

『プ

ロ
タ

ゴ

ラ

ス
』
篇

の
世

界

は
快

の
単

一
価

値

の
世

界

で
あ

る
と

述

べ
る
。

芝

①
凶沼

(巴

U
.器
O
。

筆

者

も

こ

の
見

解

を

支

持

す

る
。

た
だ

し

、

こ

の
世

界

の
中

で
は

、

「美

し

い
」
と

い
う

こ

と

も

「
よ

い
」
と

い
う

こ
と

も
再

び

そ

の
世
界

の
言

葉

で

そ

の
世

界

に
お

い

て
語

り
直

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

本

対
話

篇

の
議
論

で
、

そ

の
世
界

の
外

に
プ

ラ

ト

ン
は

「美

し

い
」

を

お

い

て

い
た

の

か
が

、
解

釈

の
分

か

れ

る

と

こ
ろ

で
は

あ

ろ
う

。

(21

)

こ

こ
で
、

で

は

「
勇
気

と

は
善

悪

の
知

で
あ

る
」

で

は
だ

め

な

の

か
、

と

い
う

疑

問

を
持

つ
ひ
と

も

い
る

か
も

し

れ
な

い
。

し

か

し

「
善

悪

の
知

」

と

言

っ
た

と

き
、

わ

れ

わ

れ

は
結

局

は

わ
け

の
わ

か

ら
な

い
も

の

に
よ

っ
て

勇
気

を

定
義

し

た

こ
と

に
な

る
。

そ

し

て

そ

の

「善

悪

の
知

」

が
立

派

で
あ

る

の
か

そ
う

で
な

い
の

か
、

わ

れ

わ

れ

は
判

定

の
す

べ
を
持

っ
て

い
な

い
。

し

か
も

『
ラ

ケ

ス
』

で

は

「
善

き

こ

と

ど
も

と

悪

し

き

こ
と

ど

も

の
知

」

と
複

数
形

で
述

べ
ら

れ

て

い
た

。

そ

の
場

合

、
結

局

そ

れ

ら

が
善

い

の
か

悪

い

の

か
は
、

例

え

ば
快

苦

と

い

っ
た
場

面

に
移

行

し

て
し

ま

う
可

能

性

が

あ

る
だ

ろ

う
。
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