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プ

ラ

ト

ン

の

デ

ィ

ア

レ

ク

テ

ィ

ケ

ー

に

つ

い

て

の

一
考

察

R
e
p
.
V
I
.
V
I
I

巻

の
叙
述
を
め
ぐ

っ
て
　

森

俊

洋

序

プ

ラ

ト

ン
に

よ

れ

ば

、
愛

智

の
学

と

し

て

の
デ

ィ

ア
レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

(
　

)
は

、

一
般

的

に

は

次

の
よ

う

に
定

義

さ
れ

な
盛

即

ち

、

「
夫

々
の

イ

デ

ァ

の

ウ
ー

シ

ア

に

つ

い

て
ぶ
、
の
　

を

獲

得

す

る

」

学

で
あ

る
と

さ
れ

る

(
　

)
)
　

拶

で

は

「
線

分

」

の
比

喩

以

降

に
於

て
、

幾

締
学

等

の
数

学

的

諸

学

と

の
対

比

及

び

連

関

の
も

と

に

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

の
説

明

が

叙

べ
ら

れ

て

い
る

が

、

そ
れ

に
よ

る

と

某

木

的

に

は

、
諸

々

の
仮

設

(
　

)
か

ら

患

発

し

て

最

早

仮

設

と

は

さ

れ

な

い

始

め

(
　

　
)

へ
と

駈
.り

ゆ
き

、

そ
れ

に
到

達

し

た

ら
ば

、
今
度

は

そ

こ

か

ら

終

り

即

ち
結

一、縄
(
　

へ
と

下

り

ゆ
く

と

い
う

、
L

り

道

、

下

り

道

の

二

つ
の

プ

ロ
セ

ス
に

表

わ

さ

れ

て

い
る

。

問

題

は

勿

論

、
我

々

に
と

っ
て
も

プ

ラ

ト

ン

の
愛

秤

者

に
と

(、
て
も

、

先

つ

も

っ
て

如

何

に

し

て

そ

の
「
一

切

の

ア

ル
ケ

ー
」

へ
と

達

し

う

る

か

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

が

、

プ

ラ

ト

ン
は

そ

の
方

法

の

具

体

的

例

示

は

お

ろ

か

、

カ
.法

論

そ

の
も

の

に

つ
い
て

も

、

「
仮

設

を

迄

字

通

り

に

仮

設

と

し

て
扱

い
、

そ

れ

ら

を

い
わ

ば

梯

苧

の
段

や
出

発

点

(
　

と

し

て

用

い
、

そ
れ

ら

を

廃

棄

(
　

)
し

な

が

ら
レ
.り

ゆ

く
」

(
　

(ご

と

い
う

こ
と

み

除

い

て
は

、
積

極

的

に

ほ
蟄

ど

侮

も

語

っ
て

い
な

い
。

し

か

し

な

が

ら

、

プ

ラ

ン
ト

ン
が

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ
ー

の
み

岸

真

に

知

識

の
名



(
　
)

数

学

と
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

・

　
の
叙

述

に

よ

れ
ば

、
プ

ラ

ト

ン
は

数

学

を

二
.而

桂
.に
於

て

握

え

る

。

↓
は

当

時

の
数

学

者

が

実

際

に
縫

っ
て

い
た

と

愚

わ

れ

る

方

法

に
対

す

る
批

判

で
あ

り
　

)

、

他

は

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

の
予

備

学

と

し

て
積

極

的

に

そ

の
効

川

が
期

待

さ

れ

て

い

る
プ

ラ

ト

ン
自

身

の
考

え

る

綾
学

で
あ

る

(
　

以

下

)
.

児

づ

コ

ン
テ

ク

ス
ト

に
従

っ
て
彼

の
批

判

に
眼

を

向

け

て
み

る

と

、

二
、
の
論

拠

は
大

別

し

て
、

威

覚

(
　

)

の
使

用

と

ゲ
.廷

e
田
、
い
か

の
二

つ
'、」
あ

る

..
数

学

者

、

痔

に
辮
.何

学

者

は

感

覚

的

図

形

等

を

用

い
る

が

、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ

コ
ス
は

一
切

用

い
な

い
と

い
ろ
プ
ラ
ト
ン

の
言

は

、

両
者

の
対

比

連

門

と

魚

ぴ
.に
埋

解

さ

れ

て
は

な

ら

な

い
。

と

い
う

の
も

、

プ

ラ

ト

ン
は

、

数
学

者

が

そ

れ

ら

を

用

い
る

の
が

必
然

的

で
あ

る
と

は
何

処

に
も

明

....口
し

て

い
な

い
し

、

ま

た
彼

ら

の
デ

ィ

ア
ノ

イ

ア

の
対

象

は

、

砂

の
上

に
描

か

れ

た
与

え

ら

れ

た

正
方

形

A

B

C

D

で

は
な

く

、

正
方

形

そ

の
も

の
、

正
方

形

の

イ

デ

ァ

で
あ

る
と

さ

れ

る

。
も

し
プ

ラ

ト

ン
の
考

え

て

い
た

数

学

が

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
云

う

如

く

に

イ
デ

ァ
と

感

覚

物

の
中

問

的
実

在

と

い

う

個
有

の
対

象

を
扱

い

、

そ
し

て

そ

の
際

必
然

的

に
感

覚

を

助

用

す

る
と

い
う

の

で
あ

れ

ば

、

当

而

の
閻

題

も

数
学

独

n

の

問

題

ハ　
ぴ

と

し

て
扱

う

べ
き

で
あ

ろ
う

が

、
事

態

は

こ
れ

に
否

定

的

で
あ

る

。

そ

こ

で
、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

と

の
対

比

連

関

に
於

て

み

る

と

な

に

価

い
す

る

と

考

た

こ
と

に

わ

ず

か

で
も

疑

念

を
挾

む

こ
と

は
不

可

能

で
あ

る

以

上

、

我

々
と

し

て
は

直
接

的

な

資
料

が

如

何

に

乏

し

か

ろ

う

と

、
解

釈

の
試

み

に

迫

ら

れ

る

。

そ

こ

で
、

「
仮

設

か

ら

の
上

り

道

」

と

い
う

方

法

の
解

釈

や
肉

付

け

に

と

っ
て
我

々
の
考

察

す

べ
き

も

の
を

、

さ

し

あ

た

っ
て
、

.日

数

学

と

の
連

関

、
　

O

洞

窟

の
比

輸

、

の
三

っ
に
絞

っ
て

み

る

。

,矧
は

/
、一・
≦

一
巻

の
主

要

論

点

で
あ

り

、
口

に
も

や

は
り

上

り
道

の
プ

ロ
セ

ス
が

諏

め

ら
れ

る

し

、

レ
、
は
教

育

に

よ

る
魂

の
転

向

と

向

上

の
道

行

き

の
比

廟

で
あ

る

。

以

下

に
於

て

、
我

々
は
先

つ
の

で
、
上

り
道

が

ど

の
よ

う
な

性
.格

を
も

ち

、
ま

た
如

何

に

し

て
可

能

で
あ

る
か

の
考

察

に
努

め

、

次

に

、

そ

こ

で
得

ら

れ

た

結

果

が

、

ω

、

個

で
ど

の
よ

う

に
裏

付

け

ら

れ

る

か

を

み

る

。



る

と

、
プ

ラ

ト

ン
が
両

者

に
共

に
認

め

た

仮

設

の

(
　

)

方

法

に
注

目
す

べ
き

で
あ

る

。

こ

の
方

法

に

つ
い

て

の
批
判

は
、

数

学

者

が
　

で
あ

る

は

ず

の
も

の
を
　

と

し

て
、

そ

れ

に

つ

い
て

は
最

早

回
oぬ
o
ω

を

与

え

る

必
要

な

し

と

し

て

い
る

と

い
う
如

く

に
語

ら

れ

る

(
　

つ
ま

り

、
数

学

で

み

ら

れ

る

昏
、
愚

か

ら
　

へ
と

い

う

論

証

も

、

改

め

て
そ

の
　

を

、
真
理
性

に
園

し

て
未

だ

不

定

な

も

の
と

し

て
、

文
字

通

り

の
意

味

で
　

と

し

て
、

デ

へ
で
りこ

イ

ア

レ

ク

テ

ィ

ケ
ー

の

考

察

を

待

た

ね

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る

。

と

は

い
え
、

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

の

下

り

の
道

も

、
「
一

切

の

　
を

獲

得

し

た

暁

に
は

、
今

度

は

そ

こ
か

ら

そ
れ

に
従

う

も

の
ど

も

に
従

っ
て

(
　

〉
、

か

く

て
　

へ
と

下

り

ゆ

く
」

(
　

)

と

さ
れ

て
お

り

、

こ
れ

は

や

は
り

一
種

の
論

読

の

よ
う

で
あ

る

。
論

.鋤
が

一
般

に

、

始

め

(
　

)

か

ら

結

論

(
　

)

へ
、

証

明

を

要

し

な

い
前

提

か

ら

証

明

さ

れ

る

べ
き

結

論

へ
と

推

論

す

る

こ
と

で
あ

れ

ば

、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

に

も

、
数

学

と

同

様

の
批

判

を

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

ろ

う

か

..

二

切

の
　

と

は

、

や

は

り

数

学

の
公

難

の
如

き

も

の

で
あ

ろ

う

か

。

問

題

は

、
プ

ラ

ト

ン
が

そ

の
　

に
与

え

た

、

「
最

早

仮

設

と

は

さ

れ

な

い
も

の
」

(
　

と

い
う

表

現

の
意

味

に

あ

る

。

　
と

い
う

表

現

の
限

り

で

は

、
数

学

に

つ

い
て

の
プ

ラ

ト

ン

の

言

か

ら
す

れ

ば

、
　
　

の
要

な

し

、

偶

万

人

に
明

白

で

あ

る

(
　
　

)
、

の

三
点

が
意

味

さ

れ

る

。

こ

の
う

ち

働

は

、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ

ケ

ー

の
場

合

で
も

そ

の
下

り

道

の
然

る

べ
き

鳩

発

点

と

し

て

そ

の
ま

ま

認

め

ら

れ

る

が

、

し

か

し

、
②

と

ゆ

は
数

学

と

嗣

様

に
は

嬬43
え

ら

れ

な

い

.

コ

切

の
も

の

の
　

」

の
　

を
掴

む

こ
と

こ
そ

が
上

り

道

の
使

命

で
あ

り

、
苦

労

し

て

そ

の
　

を

掴

み

え

た

愛

智

的

支

紀

者

に
応

し
き

者

に

の
み

「
明

白

な

」

も

の
と

し

て
現

わ

れ

る

の

で
あ

る

か

ら

。

従

っ
て

、
　

の
特

饗

粍

は

、

数

学

の
場

合

と

異

っ
て

、

そ

れ
自

ら

の
　

を

何

ら

か

の
仕

方

で
掴

ま

ね

ば

な

ら

ぬ
と

い

う
点

に
あ

る

。

と

は

い
え

、
　

と

一
様

に

云

っ
て
も

、
　

の
場

合

と
　

の
場

合

で

は
勿

論

異

ら
ね

ば

な

ら

な

い
。

前

者

は

と

に
か

く
　

か

ら

の
或

る
種

の
論

証

に

よ

っ
て
可

能

で
あ

ろ

う

が

、

後

者

の
場

合

は

、

そ

れ

が
　

に

つ
い

て

で

あ



る
限
り
、
決
し
て
証
明
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
従

っ
て
ま
た
、上
り
道
も
決
し
て
証
明
や
論
証
の
類
に
は
属
さ
な

へぐ
　

い

こ

と

に

な

る

.
し

か
し

ま

た

、
　

は

、
　

と

し

て
要

請

(
　

さ

れ

る

数
学

の
公

飛

の
姶

き

も

の

で
も

な

い
。

確

か

に

デ

で
ア

レ

ク

テ

ィ

ケ
ー

は

、

そ

れ

ら

を

一
応

真

理
.牲
.
に
閏

し

て
不

定

な

状

態

に

、疑
、す

所

か

ら
始

ま

る

わ

け

で
あ

る

が

、

だ

か

ら

と

云

っ
て
、

新
.り

道

が

、
雑

多

な
定

義

や
公

理
.を
数

に
於

て

で
き

る

だ

け

最

少

の
公

礫
系

へ
と

還

元

し

、
そ

れ

ら

か

ら

一
切

の
命

題

ヰ

論

埋

的

に

導

畠

し

.(
う

と

す

る

近
代

の
所

謂
　

の
試

み

の
方

向

と
岡

じ

で

あ

る

と

は
云

え

な

い
、

プ

ラ

ト

ン
の
.求

め

た
　

　
は

唯
一

絶

対

の
も

の

で
あ

り

、
何

よ

り

も
先

ず

そ

れ

に

於

て

第

一
に
真

理
締
.が
顕
.現

す

る
所

の
も

の

で
あ

ら

ね

ば

な

ら

な

か

っ
た

が

ら
　

は
、

こ

の

.
　

な
　

は

、
　

、
で
あ

b

、

プ

ラ

ト

ン
ほ

そ

う

い
う
　

、
か

ら
　

が

生
.じ

う

る

と

考

え

て

い
た

が

ら

、

へ
謬
B
的

な
　

よ

り

は

は

ゆ

ゆ
う

る

か

に

臣
蛛

で

あ

る

と

逃

べ
て

い
る

、、
し

か

し
、

黙

し

て
プ

ラ

ト

ン
が

、
礁

一
絶
対

の
へ
蔀

＼
∴
睡

か

ら

一
切

の
ー
ー

貰

実

在

と

生

威
,菱

化

と

を
問

わ

ず

と

に

が

く
哲

学

が
対
象

と

す

べ
西
、二

鱒

の

世

界

に

つ
い

て

の
短

識

を

導

畠
　

)
し

う

る

と

ぢ

え

て

い
た

が

は

疑

周

で
あ

る

、
前

に
も

触

れ

た
如

く
、
デ

ィ
ア

レ
ク

テ

で
ケ

:

の
下

り

の
道

は
確

か

に
或

る

種

の
諭

評

で

は
あ

ろ
う

が

、
そ

れ

は

公

礫

命

題

か

ら

の
数

学

的

へ
哩
訳
と

は
轡
、
る
も

の
で
あ

る

、.
プ

ラ
ト

ン
的

な

意

味

へ
目
い

で

の
　

と

い
ら
も

の
が

も

し

云

犬

る

と

す

れ

げ

、

そ
れ
は
　

に
求

め
る

よ

り

は

む

し

ろ

、
唯

一
の
　

に
於

て
現

わ

れ

る
と

プ

ラ

ト

ン
が

信

じ

た

真

礫

鷲

に

こ
そ
求

め

る

べ
き

で

あ

ろ

う

、

こ

の
真

礫
鍾

が
ど

う

い

う
挫

格

の
も

の

で
あ

る
か

ほ
、

我

々
の
暑
・察

の
最

後

の
幾

階

に
至

る

ま

で

け
語

る

こ

と

が

で
き

な

い

。

さ

て
是

迄

の
所

、

プ

ラ

ト

ン

の
当
時

の
数

学

へ
の

髭
覇

を
通

し

て

、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

の
　

と
　

特

に

後

者

に

つ
い

て

の
　

に
関

し

て

、
ネ

ガ

テ

ィ
ブ

に
み

て
き

た
わ

け

で
あ

る

が

.
1ー
一り

道

そ

の
も

の

に

つ
い

て

ポ

ジ

テ

ィ

ハミ
　

ブ

に

は
未

だ

何

も

語

り

え

な

い
有

様

で

あ

る

。

そ

こ

で
次

に

、
数

学

の

別

の
面

、

即

ち

予
備

学

と

し

て
プ

ラ

ト

ン
が
積

極

的

.に
取

L

げ

て



い
る

.面

を

中

心

に
し

て
み

て
み

る

。

し

か

し

な

が

ら
実

は

こ
の
点

に
関

し

て
も

、

テ

キ

ス
ト

で
与

え

ら

れ

る
流

接

的

な

デ

ー

タ

は
余

り

期

待

で

き

な

い

。

五

つ
の
数

学

的

諸

学

の
叙

述

で
は

、

「
生

成

か

ら
真
理

と

存

在

(
　

)

へ
の
魂

汽

ら

の
転

向

を

最
も

容

易

に
す

る

た

め

」

(
　

)

と

い
う
表

現

、

も

し

く

は

こ
れ

と

ほ

ぽ

全

く

同

等

の

表

現

が

く

り

返

さ

れ

、

最

終

的

に
は

「
諸

学

秘

互

の

共

通

性

と

親
族

関

係

し

(
　

)

へ
の
、
そ

し

て
存

在

(
　
)

へ
の
綜

観

(
　

)

が

、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

に

と

っ
て
不

可
欠

で
あ

る

と

語

ら

れ

る
だ

け

で
あ

る

。

そ

し

て
数

学

の

も

つ
ど

の
よ

う

な

性
格

の
故

に

そ

れ
が

予

備

学

と

し

て
効

果

の
あ

る

も

の
な

の
か

と

い
う

点

に

つ

い
て

は

、

そ

の
対

象

が
　

で

は
あ

る

が

、
　

に

つ
い

て

い
わ

ば

、
夢

を

見

て

い
る

が

如

き

で
あ

る

と

さ

れ

る

(
　

)
ゆ
我

々

は

こ
れ

ら

に
加

え

て
、

問

題

の
理

解

の
た

め

に

、
当

時

の
幾

何

学

に

つ
い

て

み

ら

れ
る

。
一、
三

の
点

を

参

考

に
し

て
み

る

。

先

ず

、
ギ

リ

シ

ャ
の
幾
何
学

に
於

て
　

と

呼

ば

れ

た

証

明

発

見

の
プ
ロ

セ

ス
と

、

こ

れ

に
対

し

て
　

と

呼

ば

れ

た

実

際

の
論

証

の
プ

繋
セ

ス
を
取

上

げ

て

み

る
。

と

い
う

の
も

、

少

く

と

も
表

面

上

は

こ
れ

ら

は

夫

々
、

デ

ィ

ア
レ

ク

テ

ィ
ケ
ー

の
上

り

ア

な

道

、

下

り

道

の

両

プ

腿
セ

ス

に

よ

く
似

て

い
る

か

ら

で
あ

る
。

ア

レ
ク

サ

ン
ド

リ

ア

の

パ

ッ
プ

ス

の

定

義

に
よ

れ

は

、
　

と

は

、

求

め

る

べ
き
結

論

を

同

意

さ

れ

て

い
る

も

の
と

し

て

(
　

)
、

そ

こ

か
ら
出

発

し

て

そ

れ

に
続

い

て
従

う
も

の
ど

も

を

辺

っ
て
　

)
、
　

の
プ

ロ
セ

ス
に
於

て
同

意

さ

れ

る
或

る
も

の

へ
と

進

む

道

で
あ

る

。
t

つ

ま

り

、

帰

結

が

既

に
爽

で
あ

る

と

(
　

)

仮

定

し

て

、

そ

れ

が

そ

こ

か

ら

従

い
く

ろ

そ

の
前

に
あ

る
も

の
が
鰐

で
あ

る

か

を
考

察

し

、

そ

の
プ

ロ
セ

ス
を

既

知

の
何

か

、
或

い

は
　

の

グ

ル
ー

プ

の

う

ち

の

何

か

に
達

す

る

ま

で
逆

土

る
、

い
わ

ば

逆

方

向

の
読

　
)
で
あ

る

と

さ

れ

て

い
る

。

こ

れ

に
対

し

て

、
　

は
翁

く
逆

の
プ

ロ
セ

ス
で

、
　

に
於

て
最

後

に

逮

し

た
も

の
か

ら

出

発

し

て

、
先

に

は
荊

に
あ

る

と

さ

れ

た

も

の
ど

も

を

然

る

べ
く
整
理

し

て
　

)
、
相
互

に
結

ハ
お
い

び

つ
け

て
、

帰

結

へ
と

達

す

る
も

の

で
あ

る
と

さ

れ

る

。

ヘタ
ぱ

さ

て

こ

の
　

が

デ

ィ

ア

レ

ク

テ

ィ

ケ

ー

の
上

り

道

と

関

連

す

る

か

.否

か

を

め

ぐ

っ
て

、
註

釈

家

の
意

見

が
対

疏

し

て

い
る

.



関

連

な

し

と

す

る

側

は

、
　

も

や
は

り
　

で

あ

っ
て

、
　

と

全

く
　

で
あ

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

、

つ
ま

り

、
単

に

P
な

ら

ば

q
と

い
う

だ

け

で
な

く

、

q
な

ら

ば

P

で
も

あ

ら

ね
ば

な

ら

ぬ

、
と

い

う

こ
と

を

論

拠

と

す

る

・
他

方

、
関

連

あ

り

と

す

る

側

は

、
　

が
　

で

は

な

く

.
　

で
あ

る
と

い
う

こ
と

を

主

張

す

る

。

確

か

に

・

パ

ッ
プ

ス

の

こ
と

ば

だ

け

か

ら

す

れ
ば

、
　

と

と

る

線

が

よ

り

然

る

べ
き

で
あ

る

よ

う

に

思

え

る

が

、
　

説

の
、註

択

家

が

挙

げ

る
　

に

関
す

る

、
例

え

ば

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
　

以

下

の

「
図

形

の
分

胡

」

等

の
論

随

か

ら

云

え

ば

、

む

し

ろ
　

な

発

見

の
プ

ロ
セ

ス
と

と

る
方

が
妥

当

で

は

な

い
か

と

思

わ

れ

る

。
幾

何
学

者

は

、

三
角

形

の
内

角

の
和

が

二
直
角

で
あ

る

こ
と

の
証

明

に

光
立

っ
て

、
与

え

ら

れ

た

三
角

形

A

13

C

に

、
彼

に
と

っ
て

既
知

の
定

義

「
一
点

を

め
ぐ

る

角

は

㌃
直

的

に
等

し

い
」

が

、

「
可

能

的

に

あ

る

」
　

)

と

考

え

て

、

そ

れ

に
補

助

線

を

引

く

こ
と

に
よ

っ
て
、

則

ち
与

え

ら

れ

た
図

形

を

「
分

割

す

る

」

(
　

)

こ
と

に
よ

っ
一て
、

「
現

実

の
ち

の

へ
」
　

)

と

導

く
と

い

う
発

姑

の
プ

ロ

セ

ス

た
る
　

を

踏

ま

ね

ば

な

ら

な

い

。

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス
は

こ
れ

を
幾

何

学

者

の
　

の
働

き

と

呼

・.か
わ

け

で
あ

も

μ,～
、

こ

の
場

合

の
　

は

、
　

や
　
a

の
云

う

よ

う

に

、
　

、
直

硯
と

理
解

す

べ
き

で
あ

ろ

,つ
,

補

助

綿

・
・
引

く

と

い

う

こ

と

自
体

は

、

証
明

さ
れ

る

べ
き

結
論

と

発

見

さ

れ

る

べ
き

前

提

と

の
開

が
　

で
あ

る

と

否

と

に

涜

ら
ず

、
端

的

に

ろ
　

ヨ

空

間

直

観

に

よ

る

発
見

で
あ

る

と

考

え

る

べ
き

で
あ

ろ

う

か

ら

。

し

か

し

だ

か

ら

と

い

っ
て
、

こ

の
　

或

い

は
　

の
　

と

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ
ー

の
11一り

追

が

そ

の
ま

ま

、屯

な

っ
て

は

な

ら

な

い

こ

と

は

、
既

に
み

た
　

の
考
察
　
か

ら
明

ら

か

で
あ

る

,

と
す

れ
ば

、
我

々
と

し

て
は

一
休

如

何

な

る

関

連

を

両

者

の
う

ち

に

兄
出

す

べ
き

で
あ

ろ

う

か

。
も

し
も
　

の
真

理
.性

が
公

理
.的

性
格

の
も

の

で
は

な

く

、
従

っ
て

そ

こ

が

ら

の
論

証

も

ま

た

数

学

的

な
　

と

同

一
種

類

の
も

の

で

は
な

い

と
す

れ
ば

、
数

学

を
予

備

学

と

し

て
重

視

す

る
プ

ラ

ト

ン

に

と

っ
て
残

る

所

は

、

ま

さ

に
直

観

に
よ

る

発

見

と

い

う

こ
と

自

体

で

あ

ろ

、
　唯

、

そ

れ

が

、

我

々
の

住

む
感

覚

世

界

と

し

て

の
空

門

に



対

す

る
直

観

か

、

そ
れ

と

も

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

に

個
有

な

直

観

か

、

と

い
う

点

で
区

別

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

そ

し

て

こ

の

区
別

は
俊

厳

で

あ

る

。

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

に
個

有

な
直

観

と

は

、
感

覚

(
　

)

の
使

用

に
於

て
認

め

ら

れ

る

空
間

直

観

の
自

明

性

　　

　

を

、

そ

し

て

そ
れ

と
お

そ
ら

く

不

可

分

の
関

係

に
あ

る
　

の
真

理

性

を

先

づ

疑

っ
て
か

か

る

所

か

ら
始

ま

る

か

ら

で
あ

る

。

し

か

し

ま

た

、
区

別

の
厳

し

さ

と

同
時

に

、
そ

こ
に

は
或

る
意

味

で

の
連

続

が

な

く

て
は

な

ら

な

い
。
プ

ラ

ト

ン
が
、
数

学

が
　

　
の
方

向

へ
魂

を

向

か

わ

し

め

る
と

云

う

の
は

こ

の
点

に
あ

る

の

で

あ

り

、

描

か

れ

た
図

形

は
用

い
る

が

そ

の
思

惟

の
対

象

は

イ

デ

ア
で
あ

る
と

い
う

の
も

同

様

で
あ

る

。

で

は
し

か
し

そ

の
連

続

の
意

味

は

具

体

的

に

は

ど

う

で
あ

ろ

う

か

。

プ

ラ

ト

ン

は
算

術

(
　

)
を

先

づ

予

備
学

に
導

入
す

る
際

に

、
我

々

の
感

覚

の

レ
ポ
ー

ト

を

、
最

早

そ
れ

だ

け

で
充

分

で
そ

れ

以
上

の
考

察

に
　

を

か

り

た

て
な

い
も

の
と

、
更

に
　

を

か

り

た

て

る
も

の
と

に

二
分

し

、

数

(
　

)

と

い
う

も

の

は

こ

の
後

者

の
部

類

に
属

す

る

と

し

て

い
る

(
　

以

下

)
。

逆

に

云

え

ば

、

数

が
　

で
あ

ら

ね

ば

な

ら

ぬ
と

い
う

こ
と

が

、

そ

し

て

た
だ

そ
れ

だ

け

の

こ
と

が

、

既

に
あ

る
種

の

感

覚

の

レ
ポ

ー

ト

か

ら
要
請

さ

れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

た

だ

そ
れ

だ

け

の

こ

と

、
と

い
う

の
は

、

こ
の
場

合
　

で
あ

ら
ね

ば

な

ら

ぬ
と

い
う

こ
と

が

、

そ

の
種

の
　

で
あ

っ
て
も

、

も

う

一
っ
の
種

の
　

で
あ

っ
て
も

な

ら

ぬ

、

と

い
う

こ
と

と

等

価

で
あ

る

こ
と

を

意

味

す

る

。

即

ち

、
今

や
　

と

い
う

従
来

の

　

　

　

　

等

式

が

否
定

さ

れ

る

こ

と

に
な

り

、
　

と

は

別

の
　

が

あ

る

と

い
う

ま

さ

に

そ

の
あ

る
も

の

、
存

在

す

る

も

の

(
　
)

に

、

我

々

の
意

識

が

向

か

う

の

で
あ

る

。
空

間

直

観

に
頼

る

幾

何
学

者

は

、

「
.正
方

形

そ

の
も

の
」

を

、

い
わ

ば

無

意

識

的

に

「
与

え

ら

れ

た

ヨね

　

正

方

形

A

B

C
D

」

か

ら
区

別

し

て

い
る

と

思

わ

れ

る

。

プ

ラ
ト

ン

の

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ

コ
ス
は

、

「
正
方

形
」

を
　

の

　

　

明

確

な

意

識

で
捉

え

直

さ

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

の
否

定

的

な

意

識

に
直

結

す

る

、

別

の
　

が

あ

る

と

い

う

そ

の
　

の
宿

極

的

な

意
識

が

、

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

が
自
己

の
然

る

べ
き

対

象

と

し

て
、
　

と

し

て

の
　

を

捨

定

す

る

に
充

分

な

資
格

で
あ

る
と

云

え

ロ
ね
　

る

。

で
は

こ

の
意

識

は
何

に
よ

っ
て
我

々

の
も

の
と

な

る

の
か

。

プ

ラ

ト

ン
は

そ

れ

を

、
　

へ

の
　

と

呼

ん

だ

。

そ

し

て
我

々

は

、

我

々

の
識
論

の
厳

密

さ

を

守

る

た

め

に

、

そ

れ

を
　

へ
の
　

の
第

一
段

階

、

も

し

く

は

予

備

的

段

階

と

理
解

し

、小
う

。



数
学
者
の
潅
観
と
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
コ
ス
が
も

つ
べ
き
直
観
は
、
こ
の
最
初

の
　

と
い
う
点
で
醜
別
さ
れ
る
と
局
時
に
密
接
に
つ

な
が

っ
て
い
る
。

か
く
て
、
予
備
的
な
　

の
段
階
を
経
て
、
臼
ら
に
応
し
き
対
象
に
向
か
い
あ

っ
た
直
観
と
し
て
の
　

の
真
理
性
の
　

獲
得
の
た
め
に
上
り
道
の
道
行
き
を
始
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
　

は
本
来

的
な
意
味
で
の
　

へ

の
　

の
考
察
を
迫
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

つ
ま
り
、
そ
れ
は
表
面

的
に
は
次
の
如
き
二
重
構
造
の
考
察
に
努
め
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
両
面
は
常
に
綜
観

(
　

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち

一
方
で
、
　

を
最
早
　

の
否
定
的
意
識
か

ら
の
、

そ
の
限
り
で
の

警

と
し
て
で
は
な
く
、

ま
さ
に
　

と
し
て
、

真

の
存
在
様
式

を
も

っ
た
　

と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
、
　

か
ら
の
、
そ
の
隈
り
で
の
　

は
、

我

々
の
空
間
直
観

や
或
る
程
の
感
覚
の
レ
ポ
ー

ト
か
ら
　

の
予
備
段
階
を
終
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
が
、
真
の
存
在
様
式
を
も

っ
た
　

と
は
、

存
在
に
関
す
る
凡
ゆ

る
鋤
を
集
約
し
た
意
味
で
の

「存
在
と
は
何
か
し

と
い
う
開
に
対
す
る
向
答
を
要
求
し
う
る
権
利
を
も

っ
た
も
の
、
　

が
ま
さ
に
　

と
し
て
の
自
己
を
殖
い
う
る
権
利
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
権
利
主
張
に
対
し
て
、
感
覚
や
空
間
蔵
襯
、に

は
答
え
る
義
務
は
な
い
し
、
ま
た
そ
う

す
る
能
力
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
義
務
を
、

登

を
自
ら
に
応
し
き

へ
が

ね

対
匁
と
し
て
措
定
し
た
責
任
に
於
て
　

に
負
わ
せ
て
い
る
.
し
か
し
ま
た
他
方
で
、
　

の
否
定
的
意
識
は
、
そ
の

別
の

密

が
ま
た

「
大
で
も
小
で
も
あ
る
し
も
の
と
は
異

っ
た

「
大
そ
の
も
の
し
で
あ
り
、

一
般
に

「ま
さ
に
夫

々
で
あ
る
所
の
も
の
」

(
　

)
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
識
と
も

直
結
し
て
い
る
。

つ
ま
り
　

は
、
こ
の

「
も
の
そ
の
も
の
」
と
い
う
普
遍
的
自
体
性
を
要
求
す
る

「
何
で
あ
る
か
」
の
閣
に
も
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
こ

と
は
そ
も
そ
も
何

で
あ
り
、

「
三
角
形
そ
の
も
の
」
と
は
何
で
あ
る
か
の
閥
は
、

数
学
の
諸
々
の
　

を
真
理
性
に
関
し
て
未
だ
不
定
な
も
の
と
み
な

し
、
　

の
不
等
式

の
意
識
が
確
認
さ
れ
た
以
上
、

当
然
改
め
て
提
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
　

は
、
表
面
的
に
は
、
真
の
存
在
性
と
普
遍
的
自
体

性
の
両
衙
の
考
察
を
迫
ら
れ
る
。



所
が
、

一
方
で
の
問
、

他
方

で
の
問
、

と
は
云

っ
て
も
、
夫

々
別
々
に
　

が
　

を

た
て
て
考
察

す
る
も
の
で
は
な

い
。
我
々
が
　

か
ら
の
　

の
意
識
を
　

の
予
備
段
階
と
呼
ん
だ
の
は
、
実
は
そ
の
　

の
意
識
が
、
そ
の
両
面

の
賜
を
、
　

に
よ
っ
て
　

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
起
し
て
く
る
性
格
の
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
　

の
本
段
階
は
ど
の
よ
う
に
為
さ
れ
る
か
。
個
々
の
　

の

「
何
で
あ
る
か
」
は
、
そ
れ
が
　

に
関
す
る
問
で
あ

る
限
り
、

「
真
の
存
在

性
と
し
て
の
　

」

に
つ
い
て
の
問
と
必
然
的
に
連
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「何
で
あ
る
か
」
が
そ
こ
に
於
て
真
に
現
わ
れ
る
所
の
普

遍
的
自
体
性
を
保
障
す
る
も
の
が
、

「
存
在
性
と
し
て
の
　

」

だ
か
ら
で
あ
る
。

逆
に
ま
た
、

「存
在
性
と
し

て
の

轡
」

が
そ
れ
だ

け
で
観
念
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
個

々
の
具
体
的
な
　

を
離
れ
て
存
在
性
を
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
両
而
の
問
の
相
互
の
必
然
的
連
関
を
考
察
す
る
こ
と
が
　

の
本
来
の
姿

で
あ
り
、

こ
れ
を
な
し
う
る
の
は
ま
さ
に
直

観
と
し
て
の
発
見
的
な

ま
零
ミ

を
お
い
て
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
上
り
道
の
解
釈
に
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
あ
る
光
明
を
見
出
す
。
も
し
も

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー

が
、
単
に
偲
々
の
　

に
つ
い
て
そ
の
何
で
あ
る
か
だ
け
の
　

を
与
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
場
合

に
は
、
　

は
最
早
正
当
に
は
　

と
呼
ば
れ
え
ず
、
概
念
と
云
わ
れ
る
も

の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

上
り
道
は
鯛
々
の
概
念
の
定
義
を

与
え
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
な
り
、

そ
れ
は

例
え
ば
、
類
種
の
系
列
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
可

能
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
の
問
題
は
概
念
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
　

に
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
彼

の
叙
述
の
ど
こ
に
も
類
種
系
列
と
い
っ
た
　

を
意
味
す
る
表
現
は
見
出
せ
な
い
。

「
も
の
そ
の
も
の
」

を
ま
さ
に
　

と
し

て
捉
え
る
、

つ
ま
り
普
遍

的

白
体
性
と

真
の
存
在
性
の
　

に
於
て
捉
え
る
こ
と
に
こ
そ
、

上
り
道
に

於
け
る
直
観
と
し
て
の

ま
ミ
《
の
使
命
が
あ
る
。
幾
何
学
者
は
、
与
え
ら
れ
た
三
角
形
A
B
C
の
C
か
ら
A
B
に
平
行
な
直
線
C
D
を
引
き
、
B
C
の
延
長
た
る

C
E
を
引
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

一
点
を
め
ぐ
る
角
が
二
直
角
で
あ
る
こ
と
に
問
題

が
還
元
で
き
る
こ
と
を
発
見
す
る
た
め
に
補
助
線
を
引



(
二

)

】)
　

と

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

　
以

下

に
み

ら

れ

る
　

の
方

法

は

、
も

の

の

原

因

考
察

の

「
次
善

の
方

窯

」

(
　

)

と

し

て

、

感

覚

物

を

通

じ

て

の

考
察

を

捨

て

て

】o
ね
〇
一
の
中

で
考

察

し

.{
う

と

い
う

ソ

ク

ラ

テ

ス
の
提

唱

の
も

と

に

示

さ
れ

る

。

そ
し

て

こ

の
方

法

自

体

に

つ
い

て

の
叙

述

が

、
　

の
現

合

と
異

っ
て
可

成

り

明

確

に

な

さ

れ

て

い

る

が

(
　

)
、

そ
れ

は

簡

単

に
示

せ

ば

大

体

次

の
如

く

で
あ

る

。

個

々

の
　

に

つ

い
て
最

強

と

思

わ

れ

る
　

を
仮

設

に
た

て

て
、

そ
れ

か

ら

帰

結

す

る
も

の

で
仮

設

と

一
致

す

る
も

の
を

真

、

そ
う

で
な

い
も

の

は
偽

と

す

る

。
ま

た

帰
結

し

た
も

の
ど
も

相

互

の
整
合

性

を

調

べ
て

仮

設

を

　に

　

吟
味
し
、
艇
に
仮
設
自
身
の
　

を
与
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
れ
ば
、
よ
り
高
次
の
別
の
仮
設
を
た
て
、
そ
れ
か
ら
も
と
の
仮
設
を
引
き

く

こ
と

が

、
彼

の
空

間

直
観

の

な

せ

る
わ

ざ

で
あ

る

。

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ

コ

ス
は

、

三
角

形

A

B

C

で
は

な

く

て

「
三

角

形

そ

の

も

の
」

に

眼

を
向

け

、

そ

れ

の

「
何

で
あ

る

か
」

を

改

め

て
存

在

性

に
於

て
捉

え

ん

と
努

め

る

。

そ

の
際

、
問

題

は
た

だ

「
三
角

形

そ

の
も

の
」

に

だ

け
関

わ

る

の

で

は
な

く

、

「
諸

々

の

イ

デ

ア
を

用

い

て
、

そ

れ

ら

自
体

を

通

じ

て
」

(
　

)

の

こ
と

で
あ

ら

ね

ば

な

ら

な

い
。

}

、..口
で

い

え
ば

、
直

観

と

し

て

の

ま
　

が

、

こ
の

「
諸

々

の

イ

デ

ア
を

通

じ

て
」

、
　

に

よ

っ
て
、

存

在

性

に
於

て

イ

デ

ア
を

捉

え

る
と

同

時

に

、

イ

デ

ア

に
於

て
存

在

性

を

捉

え

る

と

い
う

発

見

の
プ

ロ
セ

ス
、

こ
れ

が

上

り

道

で
あ

る

。
プ

ラ

ト

ン
は

こ

の

二
π
.構

造

を
も

っ
た

上

り

道

が

、
　

の
究

櫃
.の
所

で

、

イ

デ

ア

の
善

通

的

自

休

性

と
真

の
布

在

性
.を

一
挙

に

保
障

す

る
唯

一
絶

対

の
真

理
　
め
　

性

の
直

箆

で

あ

る

諜

ン
象

の
発

見

に
達

し

、

そ

こ
が

一
切

の

問

題

に
　

を

与

え

る
　

で
あ

る

と

確

信

し

て

い

た

の

で
あ

る

。

　
と

は

、

い
わ

ば
　

の
完

全

現

実

態

が

そ

こ
で

姿

を

現

わ

す

所

の
も

の

で
あ

ろ

う

か

ら

。

h

さ

て
、

数

学

と

の
連

門

で

こ

の
よ

う

に

み

ら

れ

た

デ

ィ

ア

レ
ク

テ
ヤ

ケ

ー

の
L

り

道

の
解

釈

に

つ

い
て

、
我

々

に
残

さ

れ

た

考

察

は
、

こ

れ

が
　

の
　

の
叙

述

と

、

洞

窟

の
比

喩

か

ら

、

ど

れ

だ

け

の
宴
付

け
を

得

る

こ
と

が

で
き

る

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。



出

し

、

こ

の

プ

ロ
セ

ス
を
何

か

充

分

な

点

(
　

)

ま

で
逆

上

っ
て
続

け

る

、
と

さ

れ

て

い
る

。

所

が

、

こ

の
方

法

論

は

、

そ

の
実

例

で
あ

る

は
ず

の
、

個

々

の

イ

デ

ア

の

存

在

を
仮

設

に

た

て

て

の
魂

の
不

死

証

明

と

は

余

り

し

っ

く

り

合

わ

な

い

の

で
あ

る

。

と

い
う

の
も

、
　

の
方

法
論

の
主

眼
点

は

、
　

を

ど

の

よ
う

に
し

て
た

て
、

そ

こ
か

ら

ど

う

結

論

を

導

く

か

に

あ

る

の

で
は

な

く

、

仮

設

の
吟

味

と

根

拠

付

け

(
　

)

に

あ

る

、

つ
ま

り

、

仮

設

の

、
　

　
の
強

調

に

あ

る

こ
と

は

明
白

だ

か

ら

で
あ

る

。

従

っ
て
む

し

ろ

、

エ
レ

ン

コ
ス

の
方

法

と

し

て
、

例

え

ば

結

り、鯛
を

　
と

し

て
然

る

べ
く

認

め

ら

れ

た

(
仮

設

か

ら

結

論

と

矛

盾

す

る

も

の
を

導

い

た
り

、
或

い

は

、
仮

説

白

身

を
　

ロ
リ

と

し

て

そ

こ
か

ら

或

る

矛

盾

を

導

出

す

る

と

い

っ
た

場

合

の
方

法

と

み

た
方

が

理

解

に
容

易

な

の

で
あ

る

。

ま

た

仮

設
自
身

の
根

拠

付

け

に

し

て
も

、

上

位

に
来

る
　

が
霞

際

の

対

話

者

同

志

の

同

意

を

意

味

す

る

と

す

れ

ば

、

こ

の
上

り

道

も

や
は

り

仮

設

の

　
の
強

調

で
あ

っ
て
、

そ

れ

以
上

の

ポ
ジ

テ

ィ
ブ

な

面

は
、

少

く

と

も

方

法

論

と

し

て
は
期

待

で
き

な

い

の

で
あ

る

。

そ

こ

で
　

の

コ
ン
テ

キ

ス
ト

に

そ

っ
た
実

例

た

る

不

死

証

明

が

期

待

さ

れ

る

わ

け

で
あ

る

が

、
実

質

的

に

方

法

,而
と
合

致

し

て

い

る

の
は

、

証

明

の
為

に

、

個

々
の

イ

デ

ア

の
存

在

を

仮

設

に
た

て
た

と

い
う

こ
と

と

、

証

明

の
終

っ
た

後

で

の
、
最

初

の
諸

々

の
イ

デ

ア

の
　

が

も

っ
と

明

自

に

な

る

よ

う

更

に
考

察

す

べ
き

で
あ

る

と

い
う

ソ

ク

ラ

テ

ス
の
勧

告

(
　

)

だ

け

で

あ

る

。
〃

法

論

が

語

る
仮

設

の
吟

味

は

コ

ン
テ

キ

ス
ト

で

は
見

出

せ

な

い
し

、

コ
ン

テ

キ

ス

ト

の
示
す

仮

設

の
た

て
方

と
結

論

の
導

き
方

は
方

法

-、州
に

は

ハに
　

な

い

の

で
あ

る

か

ら

。
と

す

る
と

、
　

で

の
　

と

は

結

局

の
所

、

個

々
の

イ

デ

ア

の
存

在

を

仮

設

に
た

て

て

の
も

の

の
考

察

方

法

で
あ

っ
て

、
唯

そ

の
場

合

、

一
般

的

に
　

と

は
　

な

性
格

を
も

つ
の

で
、

斑

に
上

位

か

ら

の
恨

拠

付

け

が

必
要

で

あ

る

が

、

と

い

う
但

し
書

き

つ
き

の
も

の
と

い
う

如

く

に

理

解

せ

ね
ば

な

ら

な

い
。

で

は

、

こ

れ

は
先

に

み

た

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

の
上

り

道

と

は

ど

の

よ

う

に
関

係

す

る

か
。
　

は

あ

く
ま

で
個

々

の
　

の

た

め

に
た

て
ら

れ

る

べ
き
も

の

で
あ

っ
た

が

、

デ

ィ

ア

レ

ク

テ

ィ
ケ
ー

で
は
強

い

て
　

を
挙



げ

れ

ば

、
　

を

通

し

て
直

観

す

べ
き

、

霧

在

性

に
於

け

る

イ

デ

ア
と

イ

デ

ア
に
於

け

る

存

在

性

と

い
う

二

重
構

造

の

も

の

で
あ

っ
た

と

い
え

る
、

従

っ
て
、

個

々

の

イ
デ

ア
の
存

在

と

い
う
　

の
　

自

身

が

、

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

…

の

い
わ

ば
　

に

な

る

と

考

え

ら

れ

る

、

個

々

の
イ

デ

ア

の
存

在

と

は

、

そ

れ

自
体

と

し

て

は

、

や

は
り

守

が

そ

れ

に
よ

っ
て

ま

さ

に

警

と

さ

れ

る

所

の
真

の
存

在

性

へ

の
問

と

、

偲

々

の

警

の
普
遍

的
自
体

性

に
於

け

る

「
何

で
あ

る

か
」

の
問

の
、
二
重

の
購

を
　

さ

れ

る

べ
く

投

げ

か

け

て
く

る

も

の

で
あ

ろ

う

か

ら

の

つ
ま

り

想
ご
9

の

イ
デ

ァ
の
存

在

を

仮

設

に

た

て

る
方

法

は

、

そ

れ

か

ら

の
論

証

と

い
う

面

を

一
ま

ず

取

り
除

い

て

、

そ

の
仮

設

を
真

に
仮

設
と

し

て
不

定

な

も

の
と

考

え

、

そ
れ

の
　

を

掴

む

た

め

の
L

り

道

の
酷

発

点

と

す

る

、
と

い

う
如

く

に
解

さ

れ

れ

ば

、

そ

れ

は

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

の
新
.り

道

と

な

り

う

る

は

ず

で

あ

る

。

こ

の

こ
と

は

ま

た

、
　

の

コ

ン
テ

ク

ス
ト
自

体

か

ら

更

に

裏

付

け

ら

れ

る

。

即

ち

、
　

の
方

法

は

、

も

の
の

原

霞

考

察

の

最

艮

の
方

策

と
も

考

え

ら
れ

る

、
直

接

に

讐
善

し
(
　

こ

に

向

か

う

目

的
論

的

考

察

に

見

離

さ

れ

た

ソ
ク

ラ

テ

ス
が

取

っ
た

「
第

二

の

航

海

法

し

で
あ

っ
た

(
　

以

下

)
。
し

か

し

て
、

着

く

べ
き
港

は
問

じ
と

す

れ

ば

、

掴

々
の

イ

デ

ア

の
存

在

を
　

と

す

る

考

察

方

法

も

や

は

り

、

「
娩
ど

を

究

極

的

に

は
獲

得

せ

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て
後

述

の
如

く

、

デ

ィ

ア
レ

ク

テ

～
ケ

ー

の
　

は

、

実

は

「
善

」

の

イ

デ

ア

に
他

な

ら

な

い

。

と
す

れ
ば

、
　

の
方

法

と

デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ
ー

の
上

b
.道

は
重
り

合

う

わ

け

で
あ

る

。所

で
、

上

り

道

に

つ
い

て

、
少

く

と
も

我

々

に
と

っ
て

は
、

そ

の

、
　

な

患

発
点

た
る
　

の
意

識

と

い
う
　

と

、

究

極

の
然

る

べ
き
真
理

性

を

捉

え

た
出

発

点

と

し

て

の
　

は

明

確

に
認

め
ら

れ

た

わ

け

で
あ

る

が

、

そ

の
中

途

の
段

階

は

た

だ

、

「
諸

々

の
イ

デ

ア
を

通

じ

て
」

の
　

の
発

見

の
道

行

き

と

い
う

こ
と

だ

け

で
あ

っ
た

、

こ
の
点

に
関

し

て
　

は

あ

る

ヒ

ン

ト
を

与

え

て
く

れ

る

。

不

死

証

明

に
於

て

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

、

最

も

重

要

な
一
つ

の
　

と

し

て

、
あ

る

エ
イ

ド

ス

A

と

別

の

エ
イ

ド

ス

B
が

互

い

に
反

対

関

係

に
あ

っ
て
、

そ

の
際

エ
イ

ド

ス
B

が

エ

イ

ド

ス
C

と
木

質

的

結

合

を

し

て

い
る
場

合

に

は

、

A

は
単

に

B
ば

か
り

で

な

く

C

を

も
受

け
容

れ

な

い
と

い
う

前

提

を

用

い

て

い
る

(
　

以

下

)

。

こ

の

エ
イ

ド

ス
問

の
結

合

照

係

や



反
対
関
係
の
考
察
が
、

触
諸
々
の
イ
デ
ア
を
通
じ
経
め
ぐ

っ
て
」
の
上
り
道
に
と

っ
て
、

一
つ
の
実
質
的
内
容
を
も
た
せ
る
の
で
は
な
い

ハ
ゆ
じ

か

と

予

想

さ

れ

る

。

エ
イ

ド

ス

の
何

で
あ

る

か

を

存

在

性

に
於

て

、
ま

た
存

在

性

そ

の
も

の
を

エ
イ

ド

ス

に
於

て
捉

え

る
　

は

、

エ
イ

ド

ス
の

コ
イ

ノ

ー

ニ
ア
を

も

存

在

性

に
於

て
捉

え

ね
ば

な

ら
な

い

。
或

い

は

む

し

ろ

、

コ
イ

ノ

ー
ニ
ア

を

有
効

な

手

掛

り
と

し

て

、

　
の

考
察

を
進

め

ね
ば

な

ら

な

い

。

以
上

簡

単

に
　

の
　

か

ら

の

あ

る
程
度

の
裏

付

け

を

見

る

こ
と

が

で
き

た
。

戸
三

)

洞

窟

と

デ

ィ
ア

レ

ク

テ

ィ
ケ

ー

さ

て
、

最

後

に
我

々
は

洞
窟

の
比

喩
　

)

か

ら

の

裏

付

け

を

見

な
く

て

は

な
ら

な

い
。

洞

窟

は
、

そ

れ

に
先

行

す

る

「
太

陽

」
　

以

下

)

、

「
線

分

」

(
　

)

の

二

っ

の
比

喩

、
特

に
前

者

と

並

ん

で
、

い
わ

ば

、

「
光

と

真
実
　

)

に
つ
い
て
の
比
喩

と
も
い
う
べ
き

蓮

の
も
の
毒
・構
成
す
る

・
夫
々
の
薪

や

相
互
の
整
合
性
の
塗

は
詣

の
仕
事
で
は
な
い
の

で
、
簡
単
に
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
太
陽
の
比
喩

は
、
丁
度
太
陽
が
　

全
体
を
成
立
さ
せ
て
い
る
如
く
、
　

　
に
於
て
は

「
善
」
が
真
実

(
　

)
を
照
ら
し
て
知
識
と
存
在
の
究
極
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
り
、

洞
窟
は
、
そ
の
内
と
外
に
夫

々
、
人
工
の
火
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
影
と
実
物
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
影
と
実
物
と
い
う
、
二
つ
の
影

と
実
物
の
関
係
を
設
定
し
て
、
鎖
を
解
か
れ
て
転
回
し
た
囚
人
の
、
内
か
ら
外

へ
、
遂
に
は

～
切
の
原
因
た
る
太
陽
そ
の
も
の
へ
と
い
う

上
り
道
を
描
き
、
そ
の
各
段
階

へ
の
移
行
を
、

「
真
実
な
」

(
　

)
と
い
う
形
容
詞
の
比
較
級
を
用
い
て
示
し
て
い
る
。

上
り
道

と
は
、

「
よ
り
多
く
真
実
な
る
も
の
」

(
　

)

へ
と
い
う
道
行
き
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
比
喩

の
ま
さ
に
語
ら
ん
と

す
る
所
で
あ
る
.

我
々
の
問
題
は

「
真
埋
性
」
　

に
あ
る
.

究
極
の
真
理
性
の
　

を
持

っ
べ
き
　

が
、
知
識
と
存
在

の
原
因
と
さ
れ
る

「
善
」
の
イ
デ
ア
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
.、
そ
こ
で
洞
窟
の
比
喩
を
成
立

せ
し
め
て
い
る

「真
実

な
　

と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
が
最
初
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
未
開
放
の
囚
人
達

の
認
識
に
つ
い
て
、
彼



ら
に
と

っ
て
は
影
と
実
物
と
い
う
如
き
関
係
が
認
識
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
眼
前
を
通
り
過
ぎ
る
も
の
を
夫
々

の
も
の
と

「
名
付
け
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
」
(
　

)
、
即
ち

「真
実
と
信
じ
て
い
る
」

(
　

)
と

へ
ぷ

レ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ

れ

て

い
る

(
　

。

「
真

実

」

と

は
、

そ

こ

で
は

、

そ

の

オ

ノ

マ
で
呼

ば

れ

て

い

る
も

の

が
ま

さ

に

そ

の
も

の
と

し

て
あ

る

こ
と

な

の

で
あ

る

.

そ

し

て
更

に
、

こ

の
　

が

比

較

級

貸
ζ

ミ
ミ

な

ミ

と

な

る

状

態

、

即

ち

解

放

さ

れ

た

綴
人

が

、

是

迄

の
影

が

そ

れ

ヘ

へ

の
影
で
あ
る
所
の
実
物
に
眼
を
向
け
さ
せ
ら
れ
る
状
態
で
は
、
彼
ら
に
語
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が

「
よ
り
多
く
あ
る
も
の
」
　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

窒

↓
3

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

り

、
更

に
、

「
現

在

眼

前

に
あ

る

も

の

の
夫

々
が

河

で
あ

る

が

し

と

問

わ

れ

る

と

さ

れ

て

い

る

(
　

も

ヘ

ヘ

へ

二
)

。

比

輸

が

語

る

「
真

理
」

と

は

こ

の
よ

う

に

、

あ

る
も

の

の

へ蜜

)

の
あ

り

か

た

、

即

ち

存

窪

挫
、と

、
鯛

々
の
　

の

「
何

で
あ

る

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か

」

の
普
遍

的

自

体
性

・…
i

奇

妙

な

表

現

が

も

し

れ

な

い

が

「
何

で
あ

り

か

た
し

-…
ー

を
焼

定

す

る
も

の

で
あ

る

と

云

え

る

。

そ

し

て

こ

い

れ

は

、

唯

一
の
　

た

る

「
善
㎞

の

イ

デ

ア
が

も

つ
究

極

の
真

理

性

の
　

が

、
既

に

み
た

上

り

道

の
　

に
よ

る

直

観

と

し

て

の
　

の
発

見

の

プ
ロ

セ

ス
の
究

樋

に
於

て
捉

え

ら

れ

る

時

、

そ

の
痔

は

じ

め

て

可
能

と

な

る

の

で
あ

ろ

う

。

ハ　

ま

こ

こ

で
我

々
は

礎

に

、

潟

窟

で

の

真

難

鰹

に

つ

い
て

の
　

の
興
味

あ

る

解

釈

を

参

考

に

し

て

み

よ

う

。

彼

は

、
真
理

　
嚢

と

は

、

も

と
　

で
あ

h
、
、
事

物

の
隠

れ

な

さ
　

)

の

こ
と

で
あ

b
.、
　

が
自
己

を

顕

わ

に
す

る

こ

と

で
あ

っ
た

と

し

、

プ

ラ
ト

ン
に

あ

っ
て
は
一
般

に

イ

デ

ア
は

、

存

蕉

す

る

も

の

の

鰹

で
あ

る
か

に

於

け

る

自

己
呈

示

　
と

い
う

も

と
も

と

の

ご
　

と

し

て

の
　

と

、

そ
れ

を

見

う

る

よ

う

に
す

る

こ
と
　

と

い
う

{
見

る

こ
と

の

正
し

さ
　

)

と

し

て

の
　

と

の
相

対

的
連

関

で
提

え

ら

れ

る

が

、

こ

の
両

者

の
鵠

連

を
結

び

つ
け

て

い

る
範

が

、

ま

た
　

か

ら
規

定

さ

れ

る

ひ

翁

で

あ

る

か

ら

し

て
、

こ

こ
に
於

て
プ

ラ

ト

ン
は

、
o
謄
9

の
二

に
優

位

を
与

え

、
も

っ
て
　

の
本

質

を

「
見

る

こ
と

の

正

し

バ　

り

さ

」

へ
と

変

更

し

て

し
ま

い
、
　

に

従

属

さ

せ

て

し

ま

っ
た

と

い
う
具

合

に

評

し

て

い

る

.
し

か

し

、

擁

と

な

る

の
は

イ



結

び

最

後

に

、

以

上

の
デ

ィ

ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

の
上

り

道

に

つ

い

て

の
我

々

の
考

察

が

確

認

す

る

所

は

珂

で
あ

ろ

う
か

。
そ

れ

は

、

個

々

の

弩

の
何

で
あ

る

か

の
普

遍

的

自

体

性

の
真

理

を

箏

え

、

同
時

に

警

の

警

た

る

所

以

の
存

在

性

を

写

え

る

、

唯

一
絶
対

の

薯

§

と

し

て

の

「
善

篇

を
プ

ラ

ト

ン

が
確

繋

し

て

い
た

と

い
う

こ
と

で

あ

る

.
そ

し

て
最

も

重

要

な

こ
と

は

、

そ

の

知
識

と

存

在

が

常

に
相

互

の

連

関

で

急

き
鷲

ハ

に
於

て

捉

え

ら

れ

ね

ば

な

ら

ぬ
と

い
う

こ
と

で
あ

る

.
換

露

す

れ

ば

、

デ

ィ
ア

レ
ク

テ

ィ
ケ

ー

を
提

唱
す

る
プ

ラ

ト

ン
に

あ

っ
て
は

、

ハ萎
ε
δ
鞍
械

と

①
℃
陣強
Φ
§
o
δ
9晦
γ・
は
本

来
区
別

さ

れ

る
も

の
で

は

な

い

の
で

あ

る

。
と

い
う

の
も

、

プ

ラ
ト

ン
に

と

っ

デ

ア

一
駿

で
は

な

く

て
、

「
善

し

の

イ
デ

ア

で
あ

る

こ
と

は

、
太

陽

の
比

喩

で
既

に
明

ら

か

で
あ

り

、
し

か

も
　

の
偲

か

ら

の
特
別

な

強

縄

は

ガ
⇔
ワ

ぐ
〉
、訟

巻

で
は

見

出

せ

な

い
.

と
す

れ

ば

、

結

局

我

々

が

覇
貯

を

$
貯

と

し

て
残

す

の
は

、

た

だ

に

「
霧

在

す

る

も

の

の
何
、
で
さ

る

か

に

於

け

る

自

己

口鷹
示

」

だ

け

な

の

で
あ

る

,

そ
し

て

こ
れ

は

ま

さ

し

く

、
　

の

云

う

も

と

も

と

の

　
で

あ

b

、
死

輸

を
成

立

せ
し

め

て

い
る
最

も

重

要

な

根

拠

で
あ

っ
た

。

そ

し

て

、

こ
の

㎜
奄

の
何

で
あ

る

か

に
於

け
る
自
己

呈

示

し

と

は

、

や

は

り

窪

が

、
存

在

性

に
於

て
そ

の
何

で
あ

る

か

が

、

ま

た

勧
蕗
,
に

何

で

あ

ス
ノ
、"
に

於

て
存

在

性

が
規

定

さ

れ

る

状

態

に

相

違

な

い
と

患

わ

れ

る

。

我

々

が
最

初

に
、
　

に
求

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ミ

ヘ

へ

も

へ

め

て

い
た

真

樫

牲

と

は

、

や

は

り

か

く

の
如

く

、

警

の
自
己

呈

、本
を

、

「
警

の
あ

り

か

た

」

と

「
何

で
あ

り

か

た

」

に
於

て
顕

現

さ

せ

る

も

の
な

の

で
あ

る

。

プ

ラ

ト

ン

の
考

え

る

「
真

理

し

と

は
何

か

こ

の

よ

う

に

、
存

花

そ

の
も

の

へ
の
問

と

、

儒

々
の
自
体

的

な

存

在

に

吟
い

て

の
慰
、を

、
さ

き
呼
銭

に
よ

っ
て
租

互

に

連

関

さ

せ

つ

つ
、
究

極

の

駈

で

～
挙

に

顕

わ

に

ぜ

し

め
る

も

の

で
な

く

て

は

な

ら

な
か

っ
た

と

思

わ

れ

る

..
か

か

る
真

理

性

を

捉

え

ん
と

す

る

デ

ィ

ア

レ

ク
テ

ィ

コ
ス

の
　

は

、

最

早
　

と

呼

ば

れ

る

よ

う

な
も

の

で

は

な

く

、

や

は

り
何

か

し
ら

発

見

的

な
直
観

の
如

き

も

の

で

あ

り

、

い
わ
ば

臼

ら

が

「
存

在

の
閉

け

た

る
場

」

に

お
も

む
く

よ

う

な

も

の
で

あ

ろ

う

。



註

①

後

期
諸
対
話

篇
、

倒
え
ば
　

で
の
定
義
、

に
於
て
み
ら
れ
る
磁
謂
　

と
し
て

の
　

は
、
是
か
ら
我

々
の
扱
う

べ
き

そ
れ
と
は

一
応
別
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、　

・
我

々
は
主
と
し
て
以
下

の
理
由

で
　

で
は
　

説
を
否
定
す
る
。

(
　)

太
跨
の
比

瞬
に
続
く

「
線
分
漏

で
も
　

に
は
あ
く
ま

で
　

扱

っ
て
お
り
、
第
置
の

庶

繋
象

と
し
て
の
　

と

い
う

新
説
導
入
の

気
配
は
　

巻
の

ど
こ
に
も

な
い
、

(
　

の
対
蒙
と

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ヶ
ー
の

そ
れ

の

区
別
は

語
ら
れ

ず
、
　

も
あ
く
ま

で

一
つ
の
パ
ト
ス

(
　

)

で
あ

っ
て
、
認
識

の

一
つ
の
厳
然
た
る

て
、
　

と
　

は
全

く

同

義

で
あ

る

べ
き

で
あ

っ
た
か

ら

。

こ

こ

に
於

て
、

我

々
と

し

て
は

、
　

の
真
理

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

性
を
、
そ
れ
が
　

の

「あ
り
か
た
し
と

「
何
で
あ
り
か
た
」
を

一
挙
に
規
定
す
る
も

の
と
い
う
意
味

で
、
存
在

と
認
識

の

「
か
た
ち
し

i

規
定
性
で
あ
る
、
或
い
は
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
に
忠
実
に
は
、
　

即
ち
　

の

「
か
た
ち
〕

で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は

{
須

}

な

か

ろ

う

か

。

つ
ま

り

、

一
切

の

イ

デ

ア
が

そ

の

「
か

た

ち

」

に

の

っ
と

っ
て
始

め

て

、
夫

々

の

窪

と

し

て

の
自

己

顕

示

の
　

の

成

立

を

得

る

こ
と

が

で
き

る
と

い
う

意

味

で

。

そ

し

て
同

時

に

、

そ

の

「
か

た

ち

し

に

の

っ
と

る

か

否

か

に

夫

々

の
　

の
真

飛

が

か

か

っ
て
お

り

、

そ

こ

に

こ

そ
プ

ラ

ト

ン
的

な

意

味

で
　

が
あ

る

の

で
は

な

い
か

と

思

わ

れ

る

.

し

か

し
我

々
は
今

の
所

こ
れ

以

上

は

語

り

え

な

い

、

そ

う

い
う

「
か

た

ち
」

自

身

に

つ
い

て

の
特

異

で
あ

る

べ
き
　

が

ど

の
よ

う

に

語

ら

れ

、

そ

れ

を

距
養

尋

と

す

る

或

る

種

の
論

獄
㍗
、h
只
体

的

に
ど

う

い
う

も

の
か

、

と

い
ら

こ
と

に

つ

い
て

は

、
所
謂

、
　

直

接

知

、

想

起

、
　

の
諸

問

題

を

総

動

員

し

て
、

釈

り

道

の
肉

侍

け
を

し

た
薫

で
な

い
と

語

れ

な

い

の
で
あ

る

.

そ
し

て

し

か
も

、

そ

れ

は
存

在

性

に
於

て

し

か

鑑

し

く
は

捉

え

ら

れ

な

い
、.

こ
の
点

で
ま

た

、

我

々
は
　

汲
後

の

対

話

篇

の
考

察

を
痔
,
た
ね

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る

ー



　
で
は
な

い
　

は

、当
群
の
数
学
者

の
認
識

の
　

に
対

し
て
プ

ラ
ト

ン
の
用
い
た
表
現

に
寸
ぎ
な

い
。

　
が

イ
デ

ア
か
ら
異

る
駈
以
　

し
う
る
鱗
所
(
　

)

の
解
釈
に

つ
い
て
は
、
　

　
)
参
照
。
尚

、
こ
の
有
名
な
問
題
に

つ
い
て
は
、
　

　
)
等

を
参
照
。

③

数
学
者
に
と

っ
て

「
真
」

と
は
、
厳
密
に
は

(
　」)
公
理
命
題

(
　

脅
身

の
虞
と
、

(
　
)
そ

の

公

理
命
題

か
ら

の
定
理
等

へ
の
推
論
の
も

つ
　

の
二
つ
が
意
味
さ
れ
る
。
プ

ラ
ト

ン
の
批
判

は
勿
論

(
　
)

に
向
け
ら

れ

て
お
り
、
(
蕪
)
に

つ
い
て
は
、

(
　
)
の
真
理
性
が
問

い
直

さ
れ
る
ま

で
は
問
題

に
し
て
も
無
意
味

で
あ
る
と
い
う
態
度
が
み
ら
れ
る

(
　

)
。

近
代

の
公
理
主
義
数
学

は
、
(
　
)
の
真
は
問
題
に
せ
ず
、
(蕪

)
だ
け

を
数
学
的
真
理
性
と
・ず
る
。
　

　
参

照
q

　
と

は
厳
密
に
云
え
ば
、
別
の
も

の
の
　

の
た
め

の
　

尋

な
の
で
あ
る

か
ら
、
　
　
　

と

い
う
表
現
は
ナ

ン
セ
ン
ス
で
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る

。
実

際
に
も
プ

ラ
ト

ン
は
、
　

に
　

を
与
え
る
と
は
名
言

し

て

い
な

い
。

し
か
し
、
　

で

考
え
ら
れ
て
い
る

「
善
」

の
イ
デ

ア
に

つ
い
て
は
　

が

藷
ら
れ
て
い
る

　
)
。
従

っ
て
、
そ
の
　

は
極
め
て
特
、異
な
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
て
あ
り
、

こ
れ
に
対

し
て
、

「
定
義
し

と
か

「
命
題
」
と

い

っ
た
い
か
な
る
訳
語
を
あ
て
て
も

、
お

そ
ら
く
適

切
だ
と
は
云
え
な

い
て
あ
ろ
ろ
.

　
参
照
。

　
プ

ラ
ト

ン
自
身

の
こ
と
ば

で
一
見

、
　

な
と

思
わ
れ
る
も

の
に
、
　

)
し
て
」

上

る

(
　

)
と
い
う
表

現
が
あ
る

。
こ

の
　

の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て

の

識
議
が
註
毅
家
達

の
問
で
、
活

党
て
あ
り
.

珂
成
り

の
無
理
、を
し
て
最
も
　

に

　
の
意
に
と
る
　

)

か
ら
、
極
め
て
消
極
的
に
、
こ
の
議
は
結
局
上
h
.道
の

解
釈
に
は
何
も

プ

ラ
ス
し
な

い
と
す
る
　

)

に
至
る

ま

で
様

々
で
あ
る
が
、
我

々
と
し
て
は
　

に
従
う
　

(
　

)
参
照
。

the 
m
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テ
キ
ス
ト
は
　

訳
　

)
に
も
全
訳
が
あ
る
。
尚

、
プ

ラ
ト

ン
が
　

の
方
法
の
発
見
者

で
あ
る
と

い
う
プ
ロ

ク
ル
ス
の

証
.一.日
を
め
ぐ

っ
て
の

歴
史
的
問
題
に
関
し
て
は
、
　

　
)
等
.

に
よ

っ
て
既
に
否
定
的
回
答

が
与
え
ら
れ
て

い
る
。

　
)
は
、
既
に

轡
砦
ま

の
所
で
、
　

は

こ
の
　

で
始
ま

る
)
を
、
。他

の
　

と
共
に
注
意
し
て
い
る
、.

　

・ 　

　
塞

に
於
け

る
　

の
用
法
も

参
考

に
な
る
.
他

に
も
　

が
、
　

も
し
く
は

　
)
に
隠
し
て
、
　

を
始
め
ど
し
て
多
く
の
　

を
挙
げ
て
い
て
興
映
深

い
む
瀞
、れ
ら

に
よ
れ
ば

、
　

の
少
く
と
も
実
鰹
何

に
於
て
は
、
発
見
と

い
う

こ
と
に
重
点
が
お

か
れ
て
い
て
、
　

と
解
さ
れ

て
鰍

る
べ
き

で
あ
る
.

o我

々
と
し
て
は
今
の
祈
、
当
時

の
数
学
が
如
何
な
る
　

な
公

理
的
性
格

を
も

っ
て

い
た
が
、
ま
た
　

と

呼
ば
れ

た
も

の
が
ど
う
い
う
意
味

を
も

っ
て

い
た
か
、
更
に
プ

ラ
ト

ン
の
批
判
を
ど
う
ウ
ケ

と
め
た
か
、
等

に

つ
い
て
は
名
言

で
き
な

い
。
こ
れ
ら

の
問
題

は
当
然
別
の
機
会
に
よ
り
厳
密

に
ギ
リ

シ
ア,
数
学
史

の
問
題

と
し
て
黄
、察
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
)
に
よ
れ
ば
、
　

に
終
て
、

完
全
な

形

て
の

命
題
は

全
部

で
六

つ
の

鶴
分
か
ら

な
り

、

最
初

の

　
)
と
最
後

の
　

)
ほ
、

弛

の
四

つ
の

部
分
と
異

っ
て
、

.
　

、
で
叙

べ

ら

れ
る
と
注
意
し

て
い
る
。

⑬
　

は
、

　
の
デ
ィ

ア
レ
ク
チ
ィ
ケ

ー
を
、

凡
ゆ
る
も

の
の
本
貨
と
し
て
の
　

の

考
察
を

通
し

て
の
、

い
わ
ば
　

の
論
理
に
よ
る
、

「
善
し

へ
の
　

と
し

て
埋
解
す

る
が
、
我

々
と
し
て
は
プ
ラ

ト

ン
に
忠
実
に

「
　

で
理
解

し
て
ゆ
く

。

尚
、
ま

た
こ
の
　

へ

を
後
期
対
話
篇
の
　

と
結
び

つ
け

て
上
り

道
を
解
釈
し
よ
う

と
す
る
試
み

(
　

　
)
の
も

つ
困
難
さ
に

つ
い
て
は
、
　

奔

(
　

)
参

照
。

　
く
巻

獄
、N
の
　

の
区
別
の

一
つ
の
意
味
も
、
ま

た

…織
分
し
に
於
け
る
感
覚
の
用
、
.不
用
、
の
意
味
も
、

こ
の
点
を
揮
え
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て
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

⑮

従

っ
て
　

は
、

夫

々
の
　

に
実
質
的
な
　

を
与
え
う
る
・二
同

癬
、に
、
真
、
偽

に
関
し
て
形
式

的
、
論

理
的
に
も

、

そ
の
　

と
し
て
成
立
さ
せ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

命
、

こ
の
　

つ
い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
厳
霧

で
な

い

左
現

の

一
つ
で
あ
る
。
　

照
。
尚
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
　

(
　

　
　

　
)
等
参
照
。

㊨

結
論
を
　

羅

と
す

る
も

の
の
実

倒
は
　

以
下
、
　

と
す
る
も

の
の
実
例

は
　

以
下
参
照
。

㊤

コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
於

て
は
、
仮
設
を
た
て
る
ま

で
の
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
ケ
ベ
ス
の
度
論

〈
　

)
と
、
実
際

の
不
死
証
明
　

　⇔)
と
の
間
に
、
可
成
り
の
対
応
関
係
が
み
ら
れ
る
。

⑲

勿
論

エ
イ
ド
ス
の
　

の
問
題
は
後
期
対
藷
篇
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
少
く
と
も

そ
の

。
　

は
、
　

で
も

勉

で
も

(
　

)

見
出
せ
る
。

籔

こ

の
問
題

の
歴
史
的
解
釈

の
経
過
は
　

に
整
理

さ
れ

て
い
る
。
飽

に
も
、
　

(
　

)
等

参

照
。

　
)
の
詫
み
方
に
従

っ
て
、
　

　
湊　

。

　
は

自
己
の

簿鍵
曽
に

つ
い
て
の

子
キ
ス
ト
上

の

論
拠
と
し
て

二
ヶ
断
ば
か
り
挙
げ

て
論
.し
て

い
る

(
　

)
。
し
か
し

い
ず
れ
も

そ
れ
程
春
力
で
は
な

い
。

㊧

か

か
る
考
え
.ヴ
は
、
後
期
対
話

篇
、
鮒
え
ば
　

以
下

の
　

の
議
論
ー
そ
こ
で
は
　

の
う
ち

で
も
　

と
　

に
は
特
鋼
な
　

も

し
く
は

曙
篤

が
与
え
ら

れ
て

い
る
)
や
　

(
　

の
問
題

〉

で

の
、
所
詮
　

れ
る
　

的
な
も

の
(
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参

照
)
と

い
う
解
釈
の
線
に
あ
る
程
度
近

い
も

の
と
、
　

巻
と

い
う

イ
デ

ア
論

の
最
も
イ
デ
ア
論

的
な
性
格
と
を
、
考
え
合
わ
せ
た
結
果
出

て
来
た
も

の
で
あ
る
の
真
理
性
と

か
存
在
控
と
い

っ
た
こ
と
ば
も
局
様

で
あ
る
。
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