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プ
ラ
ト
ン
は
な
ぜ

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

篇
を
書
い
た
の
か

対
話
篇
の
構
造
は
単
純
に
み
え
る

前
半
の
第
一
部

127a-135b

で
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
示
す
る
い
わ
ゆ
る
中
期
イ
デ
ア
論
を
完
膚
な
き
ま
で
に
批
判
し

全
体
の
四
分
の
三
の
分
量
を
占
め
る

第
二
部

137c-166c

で
は

同
じ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
若
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
相
手
に

一

を
主
題
と
し
て
ゼ
ノ
ン
流
の
仮
定
法
を

実
演
し
て
み
せ
る

と
い

た
も
の
で
あ
る

こ
う
し
た
構
造
か
ら

あ
る
論
者
た
ち
は
プ
ラ
ト
ン
が
中
期
イ
デ
ア
論
に
訣
別
を
告
げ

そ
こ
か
ら
新
し
い
哲
学
を
歩
み
出
す
対
話
篇
と
み
な
し
た
り
も
し
た

1

こ
の
見
方
に
よ
る
と

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

は
中
期
プ
ラ
ト

ン
と
後
期
プ
ラ
ト
ン
の

分
断

を
象
徴
す
る
作
品
と
な
ろ
う

 

	

だ
が
他
方
で

第
一
部
と
第
二
部
の
間
に
挟
ま
れ
た

移
行
部

135b-137c

2

に
目
を
向
け
る
と

そ
こ
で
は
初
期
対
話
篇
以

来
の
関
心
事
で
あ
る
善
・
美
・
正
義
の
探
究
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ

イ
デ
ア
が
そ
の
探
究
に
不
可
欠
で
あ
る
旨
が
は

き
り
表
明
さ
れ

て
い
る

そ
し
て
善
・
美
・
正
義
な
ど
の
イ
デ
ア
の
探
究
を
本
格
的
に
展
開
す
る
前
に
一
種
の

訓
練

が
必
要
で
あ

て

第
二
部
は

そ
の
訓
練
の
実
例
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

移
行
部
を
素
直
に
読
め
ば

プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
論
を
放
棄
し
た
と
い
う
よ
り
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は

訓
練
な
し
に
イ
デ
ア
論
に
依
拠
し
て
善
・
美
・
正
義
を
探
究
す
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

3

し
か
し
な
が

ら

一

の

あ
る
／
な
い

を
仮
定
し
て
そ
の
帰
結
を
考
察
す
る
第
二
部
が

ど
う
い
う
仕
方
で
イ
デ
ア
論
の
た
め
の
訓
練
と
な

て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
な
い

 

	

こ
う
見
て
く
る
と

プ
ラ
ト
ン
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

で
中
期
イ
デ
ア
論
に
別
れ
を
告
げ
た
と
い
う
解
釈
は
安
易
に
す
ぎ
る
が

か
と

言

て

第
二
部
に
は
善
・
美
・
正
義
の
イ
デ
ア
が
ま

た
く
登
場
せ
ず

議
論
の
直
接
の
対
象
で
あ
る

一

多

他

同

異

限

無
限

等
と
価
値
的
な
イ
デ
ア
と
の
関
係
が
不
明
で
あ
る
限
り

中
期
イ
デ
ア
論
が

訓
練

を
踏
ま
え
て
ど
う
堅
持

さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も

確
か
な
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
の
で
あ
る

 

	

こ
う
し
た
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

に
接
近
す
る
た
め
に

本
稿
は
一
つ
の
問
題
に
絞

て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に

す
る

そ
れ
は

第
二
部
で
議
論
さ
れ
る

一

等
の
存
在
身
分
が
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

次
節
以
降
で
見
る
よ
う
に

第
二
部
の

探
究
対
象
は
イ
デ
ア
だ
け
な
の
か

感
覚
事
物
を
含
む
の
か

ま
た
イ
デ
ア
だ
と
し
て
も

中
期
の
イ
デ
ア
と
同
じ
存
在
身
分
な
の
か

と
い

た
議
論
の
理
解
に
と

て
極
め
て
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

4

こ
の
点
が

は

き
り
し
な
い
な
ら

対
話
篇
の
執
筆
意
図
は
お
ろ
か

第
一
部
と
第
二
部
の
結
び
付
き
を
考
え
る
手
掛
か
り
す
ら
摑
め
な
い
ま
ま
と

な
ろ
う

 

	

ま
た

こ
の
研
究
は
う
ま
く
行
く
と
一
連
の
後
期
対
話
篇
を
包
括
的
に
理
解
す
る
糸
口
と
も
な
り
う
る

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

第
二
部

の
探
究
対
象
がἰδέα, εἶδος, γένος

と
い
う
語
で
表
さ
れ
る
も
の
を
含
む
な
ら

5

そ
れ
ら
の
用
語
が
特
徴
的
に
後
期
対
話
篇
の
デ

ア

レ
ク
テ

ケ

や
分
割
法
の
対
象
と
し
て
頻
出
す
る
限
り

そ
の
存
在
身
分
の
確
定
が
方
法
の
解
釈
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え

中
期
と
後
期
と
で
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
が
ど
う
変
化
し
て
い
る
の
か

し
て
い
な
い
の
か
を
考
え
る
の
に
も
貢
献
す
る
だ
ろ
う

6

 

	

か
く
し
て

本
稿
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
執
筆
意
図

第
一
部
と
第
二
部
の
関
係

中
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
持
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続
と
展
開
と
い

た
重
大
な
問
題
を
見
据
え
つ
つ
も

具
体
的
な
考
察
は
ず

と
手
前
の
と
こ
ろ
で
遂
行
す
る

第

Ⅰ

節
で
は

移
行

部

の
内
容
を
概
観
し
て

そ
の
箇
所
が
ど
の
よ
う
な
形
で
対
話
篇
の
前
半
と
後
半
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

第

Ⅱ

節
で

は

移
行
部
の
中
で
第
二
部
の
探
究
対
象
を
特
定
す
る
箇
所
の
解
釈
を
試
み
て

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
デ
ア
理
解
を
ど
う

評
価
し
て
い
る
か
を
問
う

第

Ⅲ

節
で
は

第
一
部
で
提
示
さ
れ
る
イ
デ
ア
論
が
高
評
価
を
受
け
る
秘
密
を
解
明
し
な
が
ら

イ
デ
ア
の

存
在
身
分
を
理
解
す
る
た
め
の
視
角
を
手
に
入
れ
る

こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

が
後
期
対
話
篇
群
に
と

て
重

要
な
出
発
点
に
な

て
い
る
と
の
見
通
し
を
得
て

本
稿
の

む
す
び

と
し
た
い

 

 

Ⅰ 

移
行
部

の
構
成
と
問
題
点 

 

ま
ず

第
一
部
と
第
二
部
を
結
び
つ
け
る

移
行
部

の
構
成
と
内
容
を
概
観
し
て

対
話
篇
の
進
行
に
関
わ
る
そ
の
役
割
を
確
認
し

た
い

第
一
部
の
最
後
で
な
さ
れ
る
六
番
目
の
批
判
と
の
連
絡
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

7

 

 	

一 

イ
デ
ア
論
の
「
二
世
界
説
」
的
ア
ポ
リ
ア	

	

最
大

134b4

の
ア
ポ
リ
ア
と
評
さ
れ
る
第
六
批
判

133a-134e

は

イ
デ
ア
世
界
と
感
覚
世
界
の
分
断
を
極
限
に
ま
で
推
し

進
め
た
も
の
に
な

て
い
る

議
論
の
出
発
点
は
イ
デ
ア
の
自
体
性
に
あ
る

イ
デ
ア
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
な
ら
ば

わ
れ
わ
れ
の
間 ἐν 

ἡµῖν

に
は
な
い

確
か
に

諸
イ
デ
ア
の
中
に
は
関
係
性
を
本
質
と
す
る
も
の
も
あ
る
が

そ
の
関
係
は
あ
く
ま
で
イ
デ
ア
同
士
の
関

係
で
あ
り

イ
デ
ア
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
限
り

わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
あ
る παρ᾽ ἡµῖν

感
覚
事
物
と
の
関
係
で
は
な
い

同
様
に

関
係
性
を
有
す
る
感
覚
事
物
も
感
覚
で
き
る
個
物
相
互
間
の
み
で
関
係
す
る

例
え
ば

主
人

の
イ
デ
ア
は

奴
隷

の
イ
デ
ア
の
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主
人
で
は
あ
る
が

個
物
と
し
て
の
奴
隷
の
主
人
で
は
な
く

そ
の
主
人
と
な
る
の
は
個
物
と
し
て
の
主
人
な
の
で
あ
る

 

	
こ
の
こ
と
は

内
的
関
係
に
あ
る
知
識
と
そ
の
対
象
で
あ
る
真
理
に
も
当
て
は
ま
る

知
識

の
イ
デ
ア
の
対
象
が

真
理

の
イ

デ
ア
で
あ
る
の
に
対
し
て

わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
あ
る
知
識
は
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
あ
る
真
理
を
対
象
と
す
る

同
様
に

わ
れ
わ
れ
の

も
と
に
な
い
イ
デ
ア
も

知
識

の
イ
デ
ア
に
よ

て
の
み
知
ら
れ
う
る
た
め

知
識

の
イ
デ
ア
を
も
ち
え
な
い
わ
れ
わ
れ
は

美

や

善

の
イ
デ
ア
を
含
め
て

ど
ん
な
イ
デ
ア
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ

こ
う
し
て
イ
デ
ア
不
可
知
論
が
導
か
れ
る

 

	

さ
ら
に
恐
ろ
し
い
こ
と
に

神
の
全
知
も
神
に
よ
る
人
間
支
配
も
否
定
さ
れ
る

な
ぜ
な
ら

神
は
最
も
厳
密
な
る

知
識

の
イ
デ

ア
を
所
有
し
て
い
て
も

そ
の

知
識

で
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
あ
る
も
の
を
決
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
し

神
の

支
配

も
わ

れ
わ
れ
を
支
配
で
き
ず

神
々
は
わ
れ
わ
れ
の
主
人
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る

こ
う
し
た

驚
く
べ
きθαυµαστός

134e7

結
論
を
導
く
イ
デ
ア
論
は
信
ず
る
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う

 

	

こ
の
よ
う
に
第
六
批
判
は

自
体
性
と
関
係
性
の
一
つ
の
理
解
に
依
拠
し
た

二
世
界
説

の
困
難
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

8

こ

の
困
難
は
こ
れ
ま
で
以
上
に

イ
デ
ア
の
存
在
へ
の
疑
い

神
な
ら
ぬ
人
間
に
よ
る
定
義
や
探
究
の
不
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る

cf. 

134e8-135a7

第
一
部
で
提
示
さ
れ
た
イ
デ
ア
論
は

二
世
界
説

に
表
象
さ
れ
る
よ
う
に

感
覚
事
物
の
存
在
・
生
成
・
消
滅
を
イ

デ
ア
に
よ

て
説
明
す
る
と
い
う
論
だ
が

移
行
部

へ
の
接
続
地
点
に
お
い
て
は

イ
デ
ア
論
に
内
在
す
る
困
難
の
指
摘
は
理
論
と

し
て
の
有
効
性
へ
の
疑
念
を
越
え
て

イ
デ
ア
の
存
在
と
イ
デ
ア
の
認
識
・
探
究
可
能
性
へ
の
懐
疑
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ

す
る
と

パ
イ
ド
ン

篇
の
仮
設
法
に
基
づ
く
イ
デ
ア
論

イ
デ
ア
の
存
在
は
証
明
な
し
の
前
提
・
仮
設

100b

を
想
起
す
れ
ば

イ

デ
ア
の
存
在
を
そ
れ
自
体
と
し
て
主
題
化
す
る
と
い
う
新
し
い
歩
み
の
開
始
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う

9

第
一
部
の
一
連
の
批

判
は

イ
デ
ア
が
あ
る
こ
と
の
明
証
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
拒
絶
し

イ
デ
ア
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

そ
も
そ
も
イ
デ
ア
と

は
何
な
の
か
を
本
格
的
に
探
究
す
る
き

か
け
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
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二 
イ
デ
ア
の
存
在
理
由
と
哲
学
の
可
能
性	

	

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
イ
デ
ア
の
存
在
を
学
ぶ
に
は
す
ぐ
れ
た
資
質
が
必
要
で
あ
る
こ
と

イ
デ
ア
を
自
ら
発
見
す
る
だ
け
で
な
く

十
分

な
訓
練
を
経
た
他
者
に
教
え
る
に
は
さ
ら
に
驚
く
べ
き
力
を
要
す
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で

135a7-b2

イ
デ
ア
の
存
在
を
認
め
る
べ

き
理
由
を
語
る

 

 

Ｔ
１ 

｢

ソ
ク
ラ
テ
ス

も
し
実
際
少
な
く
と
も

人
が
今
度
は

先
ほ
ど
の
す
べ
て
の
困
難
や
他
の
そ
う
し
た
困
難
の
方
を
見
つ
め
て

あ
る
も
の
ど
も
の
形

相

εἴδη τῶ
ν ὄντω

ν

が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
ず

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
一
つ
の
形
相
を
何
ら
か
定
義
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば

あ
る
も
の
ど
も
の
そ

れ
ぞ
れ
の
イ
デ
ア
が
常
に
同
じ
あ
り
方
を
す
る

τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἶναι

の
を
認
め
な
い
ま
ま

そ
の
人
は
ど
こ
に
思
考

διάνοιαν

を
向
け
よ
う
と

す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
し

そ
の
よ
う
に
し
て
対
話
す
る
こ
と
の
力
を
全
く
も

て
駄
目
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う

135b5-c2
 

 	

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
思
考
が
向
か
う
先
と
し
て
イ
デ
ア

形
相

を
考
え
て
お
り

思
考
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば

思
考
を
基
に
し
た
語

り
合
い
で
あ
る
対
話
も
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
推
測
し
て
い
る

10

一
人
で
沈
思
黙
考
す
る
に
せ
よ

二
人
で
対
話
す
る
に

せ
よ

そ
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら

少
な
く
と
も
そ
の
活
動
の
間
は

11

主
題
と
な
る
対
象
が
同
一
の

あ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

定
義
を
目
指
す
思
考
も
対
話
も
成
立
し
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
同
一
の

あ
り
方
を
す
る
イ
デ
ア
を
思
考
と
対
話
の
対
象
と
し
て
特
徴
づ
け
な
が
ら

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
イ
デ
ア
の
存
在
を
認
め
る
意
味
を
考
え
さ
せ

て
い
る

12
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パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
さ
ら
に

イ
デ
ア
の
問
題
を
哲
学
の
成
立
と
関
係
づ
け
る

イ
デ
ア
問
題
を
解
決
で
き
ず

13

哲
学
に
関
し
て
ど

う
す
べ
き
か
途
方
に
く
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

135c5-6

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は

困
惑
の
原
因

γάρ 135c8

を
彼
が
訓
練
な
し
に
美
・

正
義
・
善
と
い

た
価
値
の
イ
デ
ア
を
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る

ὁρίζεσθαι 135c8-9; cf. a2, b7

点
に
見
出
す

14

こ
の
や
り
取

り
は

二
人
が
哲
学
の
実
質
を
美
・
正
義
・
善
な
ど
を
定
義
す
る
営
み
に
見
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る

第
一
部
で
の
態
度
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
デ
ア
と
感
覚
事
物
の
関
係
に
つ
い
て
完
全
に
説
明
で
き
る
と
信
じ

そ
の
上
で

善

な
ど
の
イ
デ
ア
を

定
義
す
る
哲
学
を
実
践
し
て
い
る
つ
も
り
な
の
だ

し
か
し
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
一
昨
日
に
仲
間
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と

対
話
す
る
様
子
を
観
察
し
て

彼
ら
の
哲
学
が
未
だ
対
話
の
力
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
点
に
気
づ
き

若
い
内
は
大
衆
が
役
に
立
た
な
い

お
喋
り
と
蔑
む

訓
練

を
き
ち
ん
と
し
な
い
と

真
理

ἡ ἀλήθεια 135d6

が
逃
げ
て
し
ま
う
と
忠
告
す
る
の
だ

た

こ
の
言
い

回
し
は

善
・
美
・
正
義
の
探
究
な
ら
大
衆
で
す
ら
そ
の
有
用
性
と
真
面
目
さ
を
笑
い
は
し
な
い
こ
と
を
含
意
す
る

だ
が

そ
う
し
た

大
衆
受
け
す
る
主
題
に
赴
く
前
に

地
味
で
し

か
り
し
た
訓
練
が
必
要
な
の
だ

実
の
と
こ
ろ

老
哲
学
者
は
既
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
が

大
衆
の
思
い

ド
ク
サ

を
ど
こ
か
で
気
に
し
な
が
ら
探
究
し
て
き
た
こ
と
を
暴
露
し
て
い
た

 

  

Ｔ
２ 

｢

君
は
ま
だ
若
い
の
だ
よ

ソ
ク
ラ
テ
ス

と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
言

た

私
の
考
え
で
は

そ
う
い

た
も
の

髪
や
泥
な
ど

の
何
も
軽
視
し
な

い
場
合
に
哲
学
が
よ
う
や
く
君
を
虜
に
す
る
だ
ろ
う
よ
う
に
は

哲
学
は
ま
だ
君
を
虜
に
し
き

て
い
な
い
の
だ

だ
が
今
は
ま
だ
年
齢
の
故
に
君
は

人
々
の
思
い

δόξας

の
方
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ

130e1-4
 

  	

哲
学
が
人
を

虜
に
す
る
・
捕
ら
え
る ἀντιλαµβάνεσθαι

程
度
に
は
段
階
の
差
が
あ
る

未
熟
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
大
衆
の
ド
ク
サ
を
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気
に
か
け
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に

哲
学
の
深
み
に
は
全
く
達
し
て
い
な
い

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
れ
ば

哲
学
の
予
備
的
訓
練
を
積
ん
で
対

話
の
力
を
鍛
え
て
か
ら

善
・
美
・
正
義
の
イ
デ
ア
の
定
義
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

 

 	

三 

対
話
の
力
を
養
う
「
訓
練
」	

	

で
は

対
話
の
力
を
養
う
訓
練
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
二
つ
の
条
件
を
付
け
た
上
で

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ゼ

ノ
ン
か
ら
聞
い
た
ヒ

ポ
テ
シ
ス
の
方
法
が
そ
れ
だ
と
言
う

15

こ
れ
ら
の
条
件
の
内

第
一
の
条
件
は
訓
練
で
議
論
さ
れ
る
対
象
の

存
在
身
分
を
限
定
す
る
も
の
で

は
じ
め
に

で
触
れ
た
よ
う
に

第
一
部
と
第
二
部
を
結
び
つ
け
る
鍵
と
し
て
本
稿
の
主
題
の
中
核

と
な
る
が

そ
の
解
釈
は
次
節
で
行
う
こ
と
に
し

こ
こ
で
は
便
宜
上

ゼ
ノ
ン
が
先
に
感
覚
事
物
と
イ
デ
ア
を
区
別
せ
ず
に
自
身
の
方

法
を
用
い
た
一
方
で

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
イ
デ
ア

形
相

に
絞

て
方
法
の
訓
練
を
行
う
と
条
件
づ
け
て
い
る
と
理
解
し
て
お
く

 

	

第
二
の
条
件
は

ゼ
ノ
ン
の
方
法
が

探
究
対
象
の

そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば εἰ ἔστιν ἕκαστον

と
前
提
し
て
そ
の
帰
結
を
考

察
す
る
こ
と
に
制
限
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て

訓
練
の
た
め
に
は
そ
う
し
た
肯
定
的
な
前
提
に
加
え
て

さ
ら
に

同
じ
も
の
が
な
い

と
す
れ
ばεἰ µὴ ἔστι τὸ αὐτό

と
い

た
否
定
的
な
前
提
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

た
も
の
で
あ
る

 

	

こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
を
付
し
た
上
で

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
最
初
に
ゼ
ノ
ン
が
主
題
と
し
た

多

の
イ
デ
ア
を
例
と
し
て

八
つ
の
場

合
を
提
示
す
る

順
序
が
変
わ

て
い
た
り

省
略
が
施
さ
れ
て
い
る
が

そ
の
点
を
顧
慮
し
て
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る

16

 

一

 

多
が
あ
る
な
ら
ば

Ａ

多
自
体
に
と

て  

① 

多
自
身
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

	
                                           

② 

一
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

Ｂ

一
に
と

て 
	

   

③ 

一
自
身
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

   
	

 
	

                                     

④ 

多
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か
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二

 

多
が
な
い
な
ら
ば

Ｃ

一
に
と

て	
    

⑤ 

一
自
身
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

     
	

                                      

⑥ 

多
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

Ｄ

多
自
体
に
と

て	

⑦ 

多
自
身
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

   
	

 
	

                                     

⑧ 

一
と
の
関
係
で
何
が
帰
結
す
る
か

 

	

こ
こ
で

多

と

一

が
い
わ
ば

反
対

の
性
格
を
も
つ
イ
デ
ア
と
し
て
相
互
に
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
点
が
重
要
で
あ

る

感
覚
事
物
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
例
示
し
た
よ
う
に

cf. 129c-d

同
一
物
が

例
え
ば
観
点
を
変
え
る
と

一

で
あ
り
か
つ
多
で
あ
る
こ
と
は
可
能
だ

イ
デ
ア
の
場
合
だ
か
ら
こ
そ

相
反
す
る
も
の
の
結
び
付
き
の
可
能
性
が
難
問
と
し
て
立
ち
上

が
り
訓
練
に
値
す
る
の
で
あ
る

 

	

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は

多

に
続
け
て

訓
練
対
象
の
例
を
列
挙
し
て
い
く

そ
れ
ら
は

似

不
似

動

静

生

成

消
滅

あ
る

な
い

だ
が

多

の
場
合
と
違

て

考
察
内
容
が
網
羅
的
に
詳
述
さ
れ
な
い
と
し
て
も

反
対
対

立
す
る
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
イ
デ
ア
が
関
係
づ
け
ら
れ
て

そ
れ
ぞ
れ
八
つ
の
場
合
が
考
察
さ
れ
る
と
容
易
に
予
想
で
き
る

そ
し
て

彼
は
一
般
化
し
て

ἑνὶ λόγῳ
 136b7

ど
ん
な
対
象
を
択
ぶ
と
し
て
も
同
様
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
を
締
め
く
く
る
の

で
あ

た

 

	

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
以
上
の
説
明
を
聞
い
て
途
方
も
な
い
作
業
だ
と
驚
き

Ἀ
µήχανόν ... πραγµατείαν 136c6

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
さ
ら

に
具
体
的
な
考
察
を
試
み
て
訓
練
の
実
演
を
し
て
ほ
し
い
と
要
望
す
る

最
初
は
自
ら
の
高
齢
を
理
由
に
嫌
が

て
い
た
老
哲
学
者
も

愛
弟
子
ゼ
ノ
ン
か
ら
助
言
と
要
望
を
得
て

終
い
に
は
そ
の
場
で
最
も
若
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
相
手
に
し
て

一

そ
れ
自
体
を
主
題

と
し
た
考
察
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
決
意
す
る

す
な
わ
ち

彼
自
身
の
ヒ

ポ
テ
シ
ス
で
あ
る

も
し
一
が
あ
る
と
す
れ
ば

と

も

し
一
が
な
い
と
す
れ
ば

を
仮
定
し

そ
こ
か
ら
の
帰
結
を
導
く
と
い
う
第
二
部
の
探
究
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
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Ⅱ	

訓
練

の
対
象
は
何
か 

 	

前
節
で
は

対
話
篇
の
前
半
と
後
半
を
繋
ぐ

移
行
部

の
議
論
構
成
を
概
観
し
た
が

そ
の
際

第
二
部
の
探
究
対
象
を
特
定
す
る

重
要
箇
所135d8-136a2

に
つ
い
て
は
検
討
を
省
略
し
た

こ
の
節
で
は
改
め
て
そ
の
箇
所
を
解
釈
し
て
み
よ
う

ま
ず
ギ
リ
シ
ア
語
テ

キ
ス
ト
と
試
訳
を
紹
介
す
る

 

 	

一 

テ
キ
ス
ト
（135d8-136a2
）	

 

Ｔ
３ 

Ο
ὗτος, εἶπεν, ὅνπερ ἤκουσας Ζήνω

νος. πλὴν τοῦτό γέ               135d8 
σου καὶ πρὸς τοῦτον ἠγάσθην εἰπόντος, ὅτι οὐκ εἴας ἐν τοῖς                  e1 

ὁρω
µένοις οὐδὲ περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ περὶ  

ἐκεῖνα ἃ µάλιστά τις ἂν λόγῳ
 λάβοι καὶ εἴδη ἂν ἡγήσαιτο  

εἶναι. 
Δοκεῖ γάρ µοι, ἔφη, ταύτῃ γε οὐδὲν χαλεπὸν εἶναι καὶ  

ὅµοια καὶ ἀνόµοια καὶ ἄλλο ὁτιοῦν τὰ ὄντα πάσχοντα 
ἀποφαίνειν.  

Κ
αὶ καλῶ

ς γ᾽ ἔφη. χρὴ δὲ καὶ τόδε ἔτι πρὸς τούτῳ
  

ποιεῖν, µὴ µόνον εἰ ἔστιν ἕκαστον ὑποτιθέµενον σκοπεῖν τὰ  
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συµβαίνοντα ἐκ τῆς ὑποθέσεω
ς, ἀλλὰ καὶ εἰ µὴ ἔστι τὸ αὐτὸ              136a1 

τοῦτο ὑποτίθεσθαι, εἰ βούλει µᾶλλον γυµνασθῆναι.   
訓
練
の
仕
方
と
は｣

と
彼

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

は
言

た

君
が
ゼ
ノ
ン
か
ら
聞
い
た
そ
の
仕
方
だ

但
し
こ
の
点
を
除
い
て
な
の
だ
が

す
な
わ

ち

私
は
君
が
彼
に
対
し
て
次
の
こ
と
を
言

て
い
た
の
に
感
嘆
し
た
の
だ

つ
ま
り

君
は
見
ら
れ
る
も
の
ど
も
の
内
で

そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
彷
徨

矛
盾

を
考
察
す
る
こ
と
を
許
さ
ず

か
の
も
の
ど
も
を
め
ぐ
る
彷
徨
を
考
察
す
る
よ
う
要
求
す
る

17

と
言

て

か
の
も
の
ど
も
と
は

人
が
と
り

わ
け
ロ
ゴ
ス
に
よ

て
把
握
し

形
相
で
あ
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る

 

な
ぜ
な
ら

私
に
は

と
彼

ソ
ク
ラ
テ
ス

は
言

た

少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
に
し
て
は

あ
る
も
の
ど
も
が
似
て
い
て
か
つ
似
て
い
な
い

だ
と
か

何
で
あ
れ
他
の
こ
と
を
蒙
る
の
を
証
示
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
と
思
え
る
か
ら
で
す

 

実
に
見
事
だ

と
彼
は
言

た

だ
が

こ
の
こ
と
も
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ

す
な
わ
ち

も
し

各
々
の
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば

と
仮
定
す
る
人
は
そ
の
仮
定
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
を
考
察
す
る
だ
け
で
な
く

同
じ
そ
の
も
の
が

な
い
と
す
れ
ば

と
前
提
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

も
し
君
が
よ
り
一
層
の
訓
練
を
受
け
た
い
の
で
あ
れ
ば
ね

 

 	

ソ
ク
ラ
テ
ス
が

ゼ
ノ
ン
か
ら
聞
い
た

cf. ἀκούσαντα 127d6

方
法
と
は

ゼ
ノ
ン
が
自
ら
の
本
で
展
開
し
て
い
る
ヒ

ポ
テ
シ

ス
の
方
法

或
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
仮
定
し
て

そ
の
ヒ

ポ
テ
シ
ス

仮
定

か
ら
帰
結
す
る
こ
と
を
考
察
す
る
方
法

だ
が

第

Ⅰ

節
で
触
れ
た
よ
う
に

こ
こ
で
は
二
つ
の
限
定
が
付
け
加
わ

て
い
る

一
つ
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が

但
し
こ
の
点
を
除
い
て πλὴν 

τοῦτό γέ
135d8

以
下
で
加
え
る
但
し
書
き
で
あ
り

も
う
一
つ
は

同
じ
或
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
仮
定
し
て
帰
結
す
る
こ
と
を

考
察
す
る
こ
と
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
補
足
と
と
も
に
上
書
き
さ
れ
た
ゼ
ノ
ン
の
方
法
が
訓
練
と
し
て

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

篇
第
二
部
で

遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
が
第
二
の
補
足
は
と
も
か
く

第
一
の
補
足
に
関
わ
る135d8-e7

の
や
り
取
り
を
め
ぐ

て
は

い
く
つ

か
不
明
な
点
が
存
在
す
る

実
に
見
事
だ Κ

αὶ καλῶ
ς γ᾽

135e8
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
を
評
価
す
る
が

そ

の
理
由
は
何
か

三
つ
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
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二 
第
二
部
の
探
究
対
象
は
何
か	

	

第
一
の
問
題
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る

第
二
部
の
探
究
対
象
が
何
か

そ
の
存
在
身
分
は
何
か
に
直
結
す
る

Ｍ
・
ミ
ラ

は

第
二

部
の
探
究
対
象
に
関
し
て
は
二
つ
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
し

そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
支
持
者
を
挙
げ
て
い
る

18

 

① 

感
覚
事
物
＋
形
相	

C
ornford, Schleierm

acher 

② 

形
相	

A
llen, D

iès 

	

①
の
解
釈
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
察
を
ま
と
め
る
Ｔ
３
の135e1-3

を

ゼ
ノ
ン
と
違

て

探
究
対
象
を
感
覚
対
象

に
制
限
す
る
の
で
な
く

形
相
に
も
拡
張
し
た

と
理
解
す
る
こ
と
に
基
づ
く

そ
れ
に
対
し
て
②
は

探
究
対
象
を
感
覚
対
象
で
は
な

く

形
相
と
し
た

と
解
釈
す
る

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
勢
を
評
価
・
賞
賛
し
て
い
る
の
だ
か
ら

こ
の
箇
所
が
第
二
部

の
探
究
対
象
を
特
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

そ
れ
ゆ
え

①
②
の
ど
ち
ら
が
適
切
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ

る

 

	

と
こ
ろ
で

ミ
ラ

自
身
は
こ
の
箇
所
が
文
脈
上129e-130a

に
遡
る
と
考
え

そ
の
箇
所
の
理
解
か
ら
①
を
採
用
す
る

そ
の
理
由

は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ゼ
ノ
ン
批
判

ゼ
ノ
ン
は
感
覚
事
物
と
形
相
の
区
別
を
せ
ず
に
存
在
物
の
反
対
性
格
を
示
す
が

区
別
す
れ
ば
矛

盾
は
解
消
す
る

は
ゼ
ノ
ン
が
感
覚
事
物
の
み
に
考
察
を
集
中
し
た
点
に
向
け
ら
れ
て
い
て

彼
は
ゼ
ノ
ン
が
感
覚
事
物
の
み
な
ら
ず

形
相
へ
も
探
究
を
拡
張
す
べ
き
だ

た
と
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら

と
い
う
点
に
あ
る

19

確
か
に

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
発
言
を
賞
め
て
い
る
と
き
に129e4-130a2

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は

二
つ
の
箇
所
が
共
に
感
覚

視
覚

対
象
と
形
相
を
対

比
し
て
い
る
点
か
ら
も
確
実
だ
20

し
か
し
果
た
し
て

129e4-130a2

は
ミ
ラ

が
要
約
し
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か

ギ
リ
シ
ア
語
原
文
と
試
訳
は
こ
う
で
あ
る
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Ｔ
４ 

 
Ζήνω

ν. ταῦτα δὲ ἀνδρείω
ς µὲν πάνυ ἡγοῦµαι πεπραγµα-                129e4 

τεῦσθαι· πολὺ µεντἂν ὧ
δε µᾶλλον, ὡ

ς λέγω
, ἀγασθείην εἴ    

τις ἔχοι τὴν αὐτὴν ταύτην ἀπορίαν  ἐν αὐτοῖς τοῖς εἴδεσι  

παντοδαπῶ
ς πλεκοµένην, ὥ

σπερ  ἐν τοῖς ὁρω
µένοις διήλθετε,            130a1 

οὕτω
ς καὶ ἐν τοῖς λογισµῷ

 λαµβανοµένοις ἐπιδεῖξαι. 

ゼ
ノ
ン

一
方
で

私
な
り
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
と
て
も
勇
気
を
奮

て
取
り
組
ん
で
き
た
と
考
え
ま
す

21

し
か
し
な
が
ら

明
言
し
ま
す

が

む
し
ろ
ず

と
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
感
嘆
す
る
こ
と
で
し

う

つ
ま
り

も
し
誰
か
が
同
じ
こ
の
困
難
が

あ
な
た
方
が
見
ら
れ
る
も
の
ど
も

の
場
合
に
詳
述
し
た
よ
う
に

そ
の
よ
う
に
ま
さ
に
諸
形
相
の
場
合
に

す
な
わ
ち

ロ
ギ
ス
モ
ス
に
よ

て
把
握
さ
れ
る
も
の
ど
も
の
場
合
に

様
々

に
絡
ま
り
合

て
い
る
の
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら

な
の
で
す

 

 

	

Ｔ
４
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

Less V
ivid Future
の
条
件
文
を
使
用
し
て

恐
ら
く
無
理
だ
ろ
う
が

と
い
う
ニ

ア
ン
ス
を
加
味
し
な
が

ら

あ
る
種
の
困
難
が
様
々
な
仕
方
で
絡
ま
り
合

て
い
る
の
を
証
明
で
き
た
ら

感
嘆
に
値
す
る
と
述
べ
て
い
る

そ
の
困
難
・
ア
ポ

リ
ア
と
は

例
え
ば

Ｔ
３
で
振
り
返
ら
れ
て
い
た

同
じ
も
の
が
似
て
い
て

か
つ

似
て
い
な
い

と
い
う
よ
う
な

一
見

矛
盾

し
た
性
質
の
共
在
で

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見
立
て
で
は

ゼ
ノ
ン

と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

は
感
覚
事
物
の
場
合
に
そ
う
し
た
反
対
性
質
の
共

在
が
様
々
に
絡
ま
り
合

て
い
る
の
を
詳
述
し
た
の
で
あ
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
要
求
は
明
ら
か
に

感
覚
事
物
と
対
比
し
て

形
相

イ

デ
ア

の
場
合
に
も
同
様
に

例
え
ば

似

の
イ
デ
ア
が
似
て
い
な
い

不
似

の
イ
デ
ア
が
似
て
い
る

と
い

た
事
態

が
あ
る
と
示
す
こ
と
に
あ
る

彼
は

も
し
誰
か
が
イ
デ
ア
相
互
の
様
々
な
絡
み
合
い
が
あ
る
こ
と
を
示
せ
た
ら
感
嘆
す
る
が

そ
れ
は

そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
だ

cf. 129b1-3

す
る
と

Ｔ
３
で
は

彷
徨 τὴν πλάνην

135e2

22

と
呼
ば
れ
て
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い
る
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
考
察
に
値
す
る
の
は

な
い
と
は
思
う
が

仮
に
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
と
す
れ
ば

専
ら
形
相
間
の
関
係
に
お
い

て
だ

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
は
こ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い

 

	

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら

Ｔ
３
で
考
察
対
象
が
感
覚
事
物
か
ら
形
相
へ
と
拡
張
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も

素
直
に
文
法
に
従

て

οὐκ …
 οὐδὲ …

, ἀλλὰ

感
覚
事
物
で
な
く
形
相
に
変
更
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
る

第
二
部
は

形
相
間
の
ア
ポ

リ
ア
の
存
在
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
懐
疑
を
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
受
け
と
め
て

諸
形
相
の
複
雑
な
絡
ま
り
合
い

πλεκοµένην 130a1

の
存
在
を
示
し

そ
れ
を
言
葉
に
よ

て
ほ
ぐ
し
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る

も
ち
ろ
ん

以
上
の
点
は
Ｔ
４
と
の
関
係
で
決
定
さ
れ

る
限
り

129e

に
至
る
よ
り
広
い
文
脈
の
中
で
一
層
厳
密
に
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

そ
の
確
認
作
業
は
第

Ⅲ

節
の
課
題

と
し
よ
う

 

 	

三 

方
法
か
領
域
か	

	

さ
て

第
二
部
で
感
覚
事
物
が
探
究
対
象
に
な

て
い
な
い
こ
と
は

Ｔ
３
に
含
ま
れ
る
二
番
目
の
問
題
点
と
関
係
し
て
い
る

パ
ル

メ
ニ
デ
ス
の
ま
と
め
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

こ
の
よ
う
に
し
て
は

あ
る
も
の
ど
も
が
似
て
い
て
か
つ
似
て
い
な
い
だ
と
か

何
で

あ
れ
他
の
こ
と
を
蒙
る
の
を
証
示
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
と
思
え
る
か
ら

と
理
由
を
与
え
る
が

Ｍ
・
ミ
ラ

が
指
摘
す
る
よ
う
に

23

こ
の
よ
う
に
し
てταύτῃ

135e5

を
め
ぐ

て
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
る

 

① 

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ

て
は

A
llen, Scolnicov, M

iller
 

② 

こ
の
感
覚
事
物
の
領
域
に
お
い
て
は

C
ornford, G

ill, B
risson

 

	

ま
ず
①
の

こ
の
よ
う
な
方
法

と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
示
し
た
イ
デ
ア
論
を
意
味
す
る

確
か
に

イ
デ
ア
論
に
依
拠
し
て

感
覚

事
物
が
異
な
る
形
相
を
分
有
す
る
こ
と
で
反
対
の
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
は
容
易
で
あ
ろ
う

だ
が
そ
の
と
き

あ
る
も
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の
ど
も τὰ ὄντα

135e6

は
相
反
す
る
性
格
を
有
す
る
感
覚
事
物
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が

第
一
部
でτὰ ὄντα

は
イ
デ
ア
に

も
感
覚
事
物
に
も
区
別
な
く
使
用
さ
れ
て
き
た

127e2, 133b1, 134a6-7, 135a2, 135b6; cf. 

パ
イ
ド
ン

79a6-7

の
で

こ
の
箇

所
だ
け
が
例
外
と
な
る
の
は
不
自
然
で
あ
る

本
節

二

で
見
た
よ
う
に

τὰ ὄντα

の
内
の
イ
デ
ア
の
方
が
相
反
す
る
性
質
を
も
ち
う

る
か
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
疑
問
視
し
て
い
る
の
で
あ
り

そ
の
考
察
が
困
難
だ
と
自
覚
し
て
い
る

他
方
②
の
場
合

こ
の
よ
う
に
し
て

が
実
質
上τὰ ὄντα
を
感
覚
事
物
に
限
定
す
る
た
め

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
相
反
す
る
性
格
の
帰
属
は
容
易
に
証
示

ἀποφαίνειν

で
き
る
と

表
明
す
る
の
も
納
得
い
く

彼
は
言
外
に
形
相
間
の
関
係
を
め
ぐ
る
考
察
の
困
難
さ
・
不
可
能
性
を
仄
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
る

 

 	

四 

形
相
と
ロ
ゴ
ス
・
思
考
の
関
係	

	

Ｔ
３
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は

こ
れ
ま
で
本
稿
が
第
二
部
の
考
察
対
象
と
論
じ

単
純
に

形
相
・
イ
デ
ア

と
解
し
て
き
た
も
の

が

テ
キ
ス
ト
上
は
や
や
複
雑
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る

 

 

ἐκεῖνα ἃ µάλιστά τις ἂν λόγῳ
 λάβοι καὶ εἴδη ἂν ἡγήσαιτο εἶναι

135e3-4
 

｢

か
の
も
の
ど
も
と
は

人
が
と
り
わ
け
ロ
ゴ
ス
に
よ

て
把
握
し

形
相
で
あ
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る

 

 	

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
な
ぜ
簡
単
に

形
相
・
イ
デ
ア

と
語
ら
ず

関
係
詞
節
を
用
い
て

人
の
心
的
な
は
た
ら
き
を
加
味
し
た
言
い
回

し
を
し
た
の
だ
ろ
う
か

こ
う
し
た
微
妙
な
表
現
の
中
に
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
が
単
な
る
存
在
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
あ
る
重
要
性
が
見

出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

そ
こ
で

第
二
部
で
取
り
扱
わ
れ
る

か
の
も
の
ど
も ἐκεῖνα

が
何
か
を
理
解
す
る
た
め
に

関
係
詞
節

の
内
容
を
三
つ
の
観
点
か
ら
究
明
し
て
い
き
た
い
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ⅰ

前
半
部
の

ロ
ゴ
ス
に
よ
る
把
握

と
は
何
か

 

	

従
来
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
は
複
数
の
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
き
た

二
つ
の
グ
ル

プ
に
ま
と
め
ら
れ
る

 
① 

言
葉
の
や
り
取
り
と
そ
の
中
で
な
さ
れ
る
説
明

discourse, rational account, argum
ent

24

 

② 

魂
の
能
力
と
し
て
の
理
性

reason, raison

25 

	

も
ち
ろ
ん

①

説
明

が
②

理
性

を
必
要
と
す
る
こ
と
は
疑
え
な
い
が

②
が

ロ
ゴ
ス
に
よ
る
把
握

を
個
人
内
的
な
認
識

に
限
定
す
る
の
に
対
し

①
が
他
者
と
の
共
同
の
言
語
活
動
で
あ
る
哲
学
的
対
話
を
具
体
的
に
イ
メ

ジ
で
き
る
点
で

か
な
り
ニ

ア

ン
ス
の
違
い
が
あ
る
と
言
え
る

 

	

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に

こ
の
箇
所
は
類
似
表
現
が
見
出
さ
れ
る
Ｔ
４

129e-130a

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た

Ｔ
４
で
形
相
は

ロ

ギ
ス
モ
ス
に
よ

て
把
握
さ
れ
る
も
の τοῖς λογισµῷ

 λαµβανοµένοις
130a2

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る

ロ
ギ
ス
モ
ス
はλογίζεσθαι

推
論
的
に
思
考
す
る
こ
と

の
名
詞
表
現
と
し
て
単
な
る

理
性

と
い

た
知
的
能
力

reason, raison

あ
る
い
は
理
性
に

よ
る
直
観
的
把
握

よ
り
も

思
考
の
実
践
も
し
く
は
そ
の
内
実
で
あ
る
言
葉
の
や
り
取
りdiscourse, rational account, argum

ent 

対

話

を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

26

移
行
部

導
入
部
で
イ
デ
ア
が
思
考
や
対
話
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が

135b5-c2

そ
こ
か
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
れ
ば

ロ
ゴ
ス
や
ロ
ギ
ス
モ
ス
は
②
理
性
と
い
う
よ
り

①
思
考
の
実
践
や
言
葉
の
や
り
取
り
と
解
す
る
方

が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か

27

 

	

ⅱ

後
半
部
の

形
相
で
あ
る
と
の
思
考

と
は
何
か

 

	

殆
ど
の
訳
者
が

形
相
で
あ
る
と
考
え

う

る
か
の
も
の
ど
も

と
訳
し

文
法
上

関
係
詞
節
の
中
でἃ

をεἴδη …
 εἶναι

の
意

味
上
の
主
語

εἴδη

は
補
語
と
取
り

εἶναι

は
同
一
性identity

を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る

28

そ
の
た
め

コ
ン
フ

ド
の
よ

う
に

形
相
と
し
て
み
な
さ
れ
う
る
か
の
も
の
ど
も

と
訳
す
者
も
い
る
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す
る
と

こ
の
思
考
の
は
た
ら
き
は
何
か

Ｍ
・
Ｌ
・
ギ
ル
は
こ
う
解
釈
す
る

29

第
一
部
で
の
批
判
を
経
験
し
た
人

プ
ラ
ト
ニ

ス
ト
？	

ソ
ク
ラ
テ
ス
？

30

は
イ
デ
ア
に
つ
い
て
不
完
全
な
理
解
し
か
も

て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
が

そ
う
し
た
人 

τις 135e
は
第
二
部
の
考
察
対
象ἐκεῖνα

を

イ
デ
ア
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い

だ
が
第
二
部
で
は

イ
デ
ア
と
目
さ
れ
る
対
象
が
議
論
さ
れ

る
一
方

主
題
の

一

が
空
間
的
存
在
だ

た
り

145b-e

時
間
的
存
在
で
老
い
た
り
若
く
な

た
り

151e-155c

感
覚
対

象
で
あ

た
り
し
て

155d

そ
の
存
在
身
分
は
奇
妙
な
も
の
で
あ
る

考
察
対
象
を

イ
デ
ア

と
思
い
た
い
人
は
そ
う
思

て
結

構
だ
が

プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
に
つ
い
て
自
分
が
知

て
い
る
と
思

て
い
る
こ
と
は
脇
に
置
き

偏
見
な
く
考
察
に
臨
む
べ
き
だ

ギ
ル
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は

当
該
の
思
考
は
人
の

イ
デ
ア
観

で
あ
り

そ
れ
自
体
考
察
対
象 ἐκεῖνα 

の
内
実
を
規
定
せ
ず

規

定
す
る
の
は
前
半
の

ロ
ゴ
ス
に
よ

て
把
握
さ
れ
る
も
の

だ
と
い
う
点
と

イ
デ
ア
と
思

て
い
る
人
と
は
区
別
さ
れ
る
発
言
者
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
が
第
二
部
の
考
察
対
象
が
何
で
あ
る
か
に
必
ず
し
も
コ
ミ

ト
し
て
い
な
い
と
す
る
点
に
あ
る

31

 

	

し
か
し

こ
の
解
釈
は
第
一
部
で
イ
デ
ア
を
語

て
い
る
人
の
イ
デ
ア
観
が
誤

て
い
る

も
し
く
は
不
十
分
で
あ
る
の
を
前
提
と
す

る
た
め

当
人
が

イ
デ
ア
・
形
相

の
名
前
で
呼
ん
で
い
る
第
一
部
の
対
象
が
そ
の
ま
ま
第
二
部
の
対
象
に
な
り
え
な
い
と
い
う
主
張

に
な
る

だ
が

本
節

二

で
見
た
よ
う
に

第
一
部
の
Ｔ
４
と

移
行
部

の
Ｔ
３
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
り

Ｔ
４
の αὐτὰ τὰ εἴδη = 

τὰ λογισµῷ
 λαµβανόµενα

と
Ｔ
３
のτὰ λόγῳ

 λαµβανόµενα = ἐκεῖνα

の
間
に
同
一
関
係
が
成
り
立
つ
以
上

ἐκεῖνα

が
第
二
部
の
対

象
で
あ
る
な
ら

第
一
部
で

イ
デ
ア
・
形
相

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

αὐτὰ τὰ εἴδη

が
そ
の
ま
ま
第
二
部
の
対
象
で
あ
る
と
結
論

せ
ざ
る
を
得
な
い

ま
た

Ｔ
３
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
感
覚
事
物
と
イ
デ
ア
・
形
相
の
対
比
を
賞
賛
す
る
文
脈
に
あ

る
の
だ
か
ら

否
定
的
評
価
と
共
に
ソ
ク
ラ
テ
ス

実
際
はτις

の
イ
デ
ア
・
形
相
観
に
言
及
し
て
い
る
と
は
考
え
づ
ら
い

32

む
し

ろ
第
二
部
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
デ
ア
理
解
を
前
提
と
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る

 

	

こ
う
し
て
ギ
ル
の
解
釈
は
文
脈
上
採
用
し
が
た
い
と
は
言
え

他
の
研
究
者
が
こ
の
関
係
詞
節
の

思
考

の
は
た
ら
き
に
格
段
の
注
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意
を
払

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
な
い

33

で
は

こ
う
し
た
一
種

余
剰

的
表
現
に
何
か
意
味
が
あ
る
と
し
た
ら

そ
れ
は
一
体

何
な
の
だ
ろ
う
か

 

	

第
二
部
の
対
象
が
イ
デ
ア
・
形
相

イ
デ
ア
・
形
相
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
く

で
あ
り

εἶναι

の
用
法
がidentity

だ
と
し
よ
う

そ
の
場
合

問
題
の
人

τις

は

か
の
も
の
ど
も

形
相

を

形
相
で
あ
る

と
た
だ
し
く
考
え
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う

誤
認
さ
れ
て
い
る
対
象
は
イ
デ
ア
で
な
く
考
察
に
値
し
な
い

Ｔ
３
の
文
脈
に
戻

て
考
え
る
と

人
が

形
相
だ
！

と
把
握

し
て
い
る
限
り
のἐκεῖνα
に
つ
い
て
だ
け

34

そ
れ
ら
相
互
の
結
合
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る

そ
う
で
あ
る

な
ら

形
相
の
考
察
に
先
立

て
形
相
の
把
握
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か

な
ぜ
な
ら

関
係
詞
節
に
よ

て

考
察
対

象
で
あ
る
形
相
が

そ
れ
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の

と
い
う
限
定
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら

考
察
を
開
始
す
る
現
場
で

そ
れ

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
形
相
が
考
察
対
象
と
な
り
え
な
い
の
は
自
明
の
理
で
あ
る

す
る
と

件
の

人

は
一
般
的
に
不
定
の
人

ま
し
て
や
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
を
代
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く

形
相
の
考
察
者
の
こ
と
を
一
般
的
に
表
現
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う

Ｔ
３
で
は

形
相
が
そ
れ
を
め
ぐ

て
考
察
す
る
人
と
の
関
係
で
そ
の
存
在
を
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

 

	

ⅲ

関
係
詞
節
の
中
の
二
つ
の
心
的
は
た
ら
き
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か

 

	

二
つ
の
心
的
は
た
ら
き
を
つ
な
ぐ
接
続
詞καί

の
役
割
に
つ
い
て
注
記
し
て
い
る
研
究
者
は
見
当
た
ら
な
い

解
釈
の
可
能
性
は
二
つ

あ
る

 

① 

ロ
ゴ
ス
に
よ
る
把
握
が
ま
ず
あ
り

そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て

形
相
で
あ
る

と
の
思
考
が
生
じ
る 

② 

ロ
ゴ
ス
に
よ
る
把
握
が

す
な
わ
ち

35

形
相
で
あ
る

と
の
思
考
で
あ
る 

	

①
は
二
つ
の
は
た
ら
き
に
因
果
関
係
を
認
め
る
解
釈
で
あ
る

ⅱ

の
解
釈
が
た
だ
し
け
れ
ば

形
相
で
あ
る

と
の
思
考
は
考

察
対
象
が
何
で
あ
る
か
を
限
定
把
握
す
る
は
た
ら
き
で
あ
り

こ
の
思
考
が
あ

て
は
じ
め
て
当
の
対
象
と
別
の
対
象
と
が
形
相
同
士
で
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ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
考
察
可
能
に
な
る

他
方

ロ
ゴ
ス
に
よ
る
把
握
が
何
か
は

ⅰ

で
判
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
が

形
相

と
し
て
把
握
す
る
以
前
に
そ
の
把
握
か
ら
独
立
し
て
形
相
に
つ
い
て
ロ
ゴ
ス
で
把
握
す
る
と
い
う
の
は
意
味
不
明
だ

逆
に

形
相
で

あ
る

と
把
握
し
た
対
象
に
つ
い
て
ロ
ゴ
ス
に
よ

て
考
察
を
加
え
る
と
い
う
な
ら
十
分
理
解
で
き
る
が

そ
の
順
序
で
は
書
か
れ
て
は

い
な
い

 

	

そ
れ
に
対
し
て

②
の
方
は

ロ
ゴ
ス
す
な
わ
ち
言
葉
の
や
り
取
り
に
よ

て
対
象
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま

形
相
で
あ
る

と
の
思
考
の
成
立
と
み
な
す
解
釈
と
な
る

例
え
ば

対
話
の
場
合
だ
と

そ
の
前
提
と
し
て
対
話
者
同
士
が
同
一
の
も
の
に
つ
い
て
語

り
合

て
い
る
こ
と
の
確
認

相
互
承
認

と
呼
ぶ

が
必
要
だ

対
象
の
相
互
承
認
が
言
葉
の
や
り
取
り
に
よ

て
な
さ
れ
て

う
ま
く
行
き

同
じ
で
あ
る

何
か
が
共
に
把
握
さ
れ
て

そ
の
後
の
有
意
味
な
対
話
が
成
立
可
能
に
な
る

だ
が
さ
ら
に
言
え
ば

対
話
に
先
立

て

各
対
話
者
が
対
象
を
そ
れ
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
こ
に
も
魂
内
で
の
言
葉
の
や
り
取
り

さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
つ
魂
内
の
一
種
の

相
互
承
認

が
あ
る
だ
ろ
う

36

こ
う
し
た
個
人
の

ま
た
対
話
者
相
互
の
対
象
の
把

握
こ
そ

ま
さ
し
く

形
相
で
あ
る

と
の
思
考
の
成
立
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か

37

移
行
部

導
入
部
で

思
考
と
対
話
の

前
提
と
し
て
そ
の
都
度
イ
デ
ア
が
同
一
な
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
が

こ
こ
で
は
思
考
や
対
話
に
よ

て
諸
イ
デ
ア
間
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
前
提
そ
れ
自
体
に
光
が
当
て
ら
れ

考
察
主
体
に
よ

て
そ
の
対
象
が
ロ
ゴ
ス

に
よ

て
同
一
な
る

イ
デ
ア
・
形
相

だ
と
把
握
さ
る
べ
き
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る

こ
の
ロ
ゴ
ス
は
確
定
し
た
対
象
に
つ

い
て
い
ろ
い
ろ
と
語
る
の
で
は
な
く

未
だ
不
定
な
何
か
の
あ
り
の
ま
ま
を
思
考
し
対
話
し
て
語
り
出
し
て

対
象
を
そ
れ
と
し
て
捉
え

る
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
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五 

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
る
評
価
の
謎	

	

以
上

移
行
部

の
内
容
を
概
観
し
た
上
で

第
二
部
で
の
考
察
対
象
は

イ
デ
ア
・
形
相

で
あ
り

し
か
も
考
察
主
体
が
ロ
ゴ

ス
に
よ

て

イ
デ
ア
・
形
相

と
し
て
把
握
す
る
限
り
の
も
の
だ
と
す
る
解
釈
に
辿
り
着
い
た

登
場
人
物
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
解
す
る

イ
デ
ア
は

ち

う
ど
第
六
批
判
の

二
世
界
説

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

人
か
ら
独
立
し
て
ど
こ
か
彼
方
に
存
在
す
る
よ
う
な

超

越
的

存
在
で
は
な
い

38

む
し
ろ

そ
れ
を
め
ぐ

て
思
考
し
対
話
す
る
人
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
把
握
さ
れ
る
よ
う
な

何
か
な
の
で
あ
る

 

	

す
る
と
一
つ
の
謎
が
生
ま
れ
る

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ゼ
ノ
ン
批
判
で
活
用
し
た
イ
デ
ア
論
を

第
一
部
で
徹
底
的
に
批

判
す
る
と
同
時
に

移
行
部
で
は
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
謎
だ

あ
れ
だ
け
の
酷
評
を
加
え
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が

な
ぜ
Ｔ

３
で
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
試
み
た

見
ら
れ
る
も
の

と
イ
デ
ア
・
形
相
の
対
置
に

感
嘆 ἠγάσθην

135e1

し
た
と
口
に
し

見

ら
れ
る
も
の

が
相
反
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
を

証
示
す
る ἀποφαίνειν

e7

の
は
容
易
だ
と
す
る
発
言
に

実
に
見
事
だ Κ

αὶ καλῶ
ς 

γ’
e8

と
賞
賛
の
声
を
あ
げ
た
の
か

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
前
の
め
り
な
姿
勢
を
微
笑
み
な
が
ら
暖
か
く
見
守
り

130a6

彼
の
議
論

へ
の
熱
意
に

感
嘆

130b1

し

美
し
く
神
々
し
い

と
評
す
る

135d2-3

老
哲
学
者
の
賛
辞
は
ア
イ
ロ
ニ

と
も
思
え
な
い

第
二
部
の
考
察
対
象
の
存
在
身
分
の
解
明
を
目
指
す
本
稿
で
は

イ
デ
ア
論
に
瑕
疵
は
あ
る
か
／
何
か
に
は
触
れ
ず

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が

下
す
高
い
評
価
の
根
拠
を
発
掘
し
て
み
た
い

Ｔ
３
が
第
一
部
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
論
を
振
り
返

て
い
る
限
り

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
も

価
値
を
認
め
る
イ
デ
ア
理
解
は
そ
の
理
論
展
開
の
中
で
発
見
さ
れ
る
だ
ろ
う

次
節
で
は

ゼ
ノ
ン
に
対
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

128e5-130a2

39

に
遡

て
検
討
を
加
え

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
喝
破
し
た
イ
デ
ア
の
本
質
的
特
徴
の
秘
密
を
探

て
み
よ
う
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Ⅲ	

証
示
と
哲
学

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

に
み
る
イ
デ
ア
理
解 

 	

一 
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ゼ
ノ
ン
批
判	

	

第
一
部
の
哲
学
対
話
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
ゼ
ノ
ン
の
背
理

パ
ラ
ド
ク
ス

の
検
討
か
ら
始
ま
る

 

	

１	

も
し
あ
る
も
の
ど
も

τὰ ὄντα

が
多
で
あ
る
な
ら

そ
れ
ら
は
似
て
い
て

か
つ
似
て
い
な
い

127e1-2
 

	

２	

し
か
し

こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る

e3
 

	

３	

な
ぜ
な
ら

似
て
い
な
い
も
の
が
似
て
い
る
こ
と
も

似
て
い
る
も
の
が
似
て
い
な
い
こ
と
も
不
可
能
だ
か
ら

e3-4
 

	

４	

も
し

３

な
ら

あ
る
も
の
ど
も
が
多
で
あ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る

e6-7
 

	

５	

な
ぜ
な
ら

も
し
あ
る
も
の
ど
も
が
多
で
あ
る
な
ら

不
可
能
な
こ
と
を
蒙
る
か
ら
だ

e7-8
 

	

こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

帰
謬
法
的
に

あ
る
も
の
ど
も
は
多
で
あ
る

と
い
う
仮
説
が
否
定
さ
れ

あ
る
も
の
ど
も
は

多
で
な

い

127e10, e12-128a1

こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
し
て

こ
の
証
明
の
狙
い
が
実
質
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
詩
の
形
で
語
る

万
有
は
一
で

あ
る

と
の
説
を
反
対
方
向
か
ら
サ
ポ

ト
す
る
こ
と
に
あ
る
と
暴
露
す
る
の
で
あ

た

128a4-b6

40

 

	

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
う
も
果
敢
に
ゼ
ノ
ン
と
い
う
希
代
の
ロ
ジ
シ

ン
に
挑
め
た
の
も

彼
に
は
世
界
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
独
自
の
理

論

つ
ま
り

イ
デ
ア
論

が
あ

た
か
ら
だ

彼
は
自
信
満
々
に
ゼ
ノ
ン
の
論
理
を
否
定
し
て
い
く

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

128e5-130a2

で
あ
る

 

	

ソ
ク
ラ
テ
ス
は

イ
デ
ア
と
そ
れ
を
分
有
す
る
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
で

ゼ
ノ
ン
の
背
理
は
解
明
で
き
る
と
す
る

要
約
す
る
と

 

１	

似

の
形
相
が
そ
れ
自
体
で
あ
り

そ
れ
と
反
対
の

不
似

の
形
相
が
あ
る

128e6-129a2
 

２	

多
な
る
も
の
ど
も
は
そ
れ
ら
を
分
取
し

似

を
分
取
す
る
も
の
は
似
た
も
の
に
な
り

不
似

を
分
取
す
る
も
の
は
似
て
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い
な
い
も
の
に
な
り

両
方
を
分
取
す
る
も
の
は
似
て
い
て

か
つ

似
て
い
な
い
も
の
に
な
る

a2-b1
 

３	

似

の
形
相
が
似
て
い
な
い
も
の
と
な

た
り

不
似

の
形
相
が
似
て
い
る
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い

b1-3
 

４	
一

と

多

静

と

動

な
ど

そ
の
他
の
反
対
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る

b3-130a2
 

	

以
上
が
中
期
対
話
篇
で
提
示
さ
れ
た
イ
デ
ア
論
の
要
諦
だ
と
い
う
こ
と

41

そ
し
て
そ
の
理
解
は
様
々
な
問
題
を
含
み

す
ぐ
さ
ま

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い

こ
こ
で
は
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
二
点
だ
け
解
説
を
つ
け
よ
う

 

	

第
一
に

イ
デ
ア
と
そ
れ
を
分
有
す
る
も
の
の
区
別
は
あ
り
方
の
区
別
で
あ
る

つ
ま
り

あ
る εἶναι

の
二
種
類
の
用
法
の
区
別
に

よ

て
お
り

そ
れ
が
自
体
性
と
関
係
性
の
側
面
か
ら
省
み
ら
れ
て
い
る

イ
デ
ア
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
の
に
対
し
て

分
有
す
る
も
の

で
あ
る
感
覚
事
物
は
関
係
性
に
お
い
て
あ
る

関
係
性
は
①
時
間

②
相
関
物

③
観
点

④
人
な
ど
の
諸
点
か
ら
な
る

例
え
ば

似

て
い
る
も
の
で
あ
る
Ａ

の
場
合

①
今

②
Ｂ
と
比
べ
て

③
顔
の
形
の
点
で

④
観
察
者
の

私

に
対
し
て

似
て
い
る

と

現
わ
れ
て
い
る

①

④
の
要
素
が
変
化
す
れ
ば

同
じ
Ａ
が

似
て
い
な
い

と
現
わ
れ
う
る

様
々
な
も
の
と
関
係
し
な
が
ら 

πεπονθότα 

129b4, πάσχοντα c3

似
て
い
る

と
い
う
性
質

πάθη c3

を
も
つ
こ
と

こ
れ
が

似

の
イ
デ
ア
に
与

て
い
る

µετέχειν, 

cf. 129a8, b5, 6, c8, d1; µεταλαµβάνειν, cf. 129a3, 4, 5, 7

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い

こ
の
場
合
の

あ
る

は
コ
プ
ラ
の
用
法

で
あ
る

 

	

そ
れ
に
対
し
て

似

の
イ
デ
ア
は

①

④
の
関
係
性
か
ら
独
立
し
て

そ
れ
自
体
で
あ
り εἶναι αὐτὸ καθ᾽ αὑτό

128e6-129a1

ま
さ
に
似
て
い
る ὃ ἔστιν ὅµοιον

cf. 129a2; ὃ ἔστιν ἕν b7
感
覚
事
物
に
と

て
の
基
準
で
あ
り
尺
度
で
あ
る
限
り

似
て

い
な
い

あ
り
方
は
し
な
い

分
有
す
る
も
の
と
は
異
な
り

常
に
同
一
の
あ
り
方
を
保
つ
の
だ

こ
の
場
合
の

あ
る

は
同
一
性 

identity

の
用
法
で
あ
る

こ
の
自
体
性
が

離
在
性 χω

ρίς
129d7

と
結
び
つ
く
と

イ
デ
ア
の
永
遠
の
自
己
同
一
性
が
強
調
さ
れ
た

超

越
性

を
帯
び
て
く
る

以
上
は
中
期
イ
デ
ア
論
の
標
準
的
解
釈
と
言
え
よ
う

42
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第
二
に

こ
の
箇
所
で
は
反
対
の
性
格
を
有
す
る
イ
デ
ア
が
議
論
さ
れ
て
い
る

似

と

不
似

は

反
対 ἐναντίον

129a1-2; 

cf. a7

と
さ
れ
る
し

一
般
化
さ
れ
る
と
き
に
も

反
対
性

が
強
調
さ
れ
る

 

      Ｔ
５  

εἰ µὲν αὐτὰ τὰ γένη τε καὶ εἴδη ἐν αὑτοῖς ἀποφαίνοι τἀναντία ταῦτα πάθη πάσχοντα, ἄξιον θαυµάζειν· 
129c2-3

     

｢

も
し
類
や
形
相
そ
れ
自
体
が
そ
れ
ら
自
身
の
間
で
そ
れ
ら
反
対
の
性
質
を
蒙
る
の
を
人
が
証
示
す
る
な
ら

驚
く
に
値
す
る
だ
ろ
う｣  

 

	

Ｔ
５
は

自
己
同
一
性
を
保
つ
イ
デ
ア
が
別
の
同
一
性
を
保
つ
イ
デ
ア
と
同
一
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
は
い
な
い

ソ
ク
ラ
テ
ス
の

考
え
で
は

例
え
ば

似

≠
不
似

は
イ
デ
ア
の
性
格
規
定
か
ら
自
明
で
あ
る

彼
が
こ
の
箇
所
で
問
題
に
す
る

似

が
似

て
い
な
い

不
似

が
似
て
い
る

は
そ
う
い

た
同
一
性
の
否
定
で
は
な
い

性
質
を
蒙
るπάθη πάσχοντα

と
い
う
表
現
が

示
す
よ
う
に

感
覚
対
象
で
あ
る

似
て
い
る
も
の
が
似
て
い
な
い

似
て
い
な
い
も
の
が
似
て
い
る

と
同
様
に

イ
デ
ア
の
分
有
・

分
取
に
よ

て
説
明
さ
れ
る
コ
プ
ラ
的
あ
り
方
の
否
定
な
の
で
あ
る

 

	

そ
こ
で
次
の
よ
う
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
一
般
化
し
て
ゼ
ノ
ン
に
証
示
を
迫
る
の
も

反
対
の
イ
デ
ア
間
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り

そ
の
よ
う
に
し
て
第

Ⅱ

節

二

の
議
論
が
確
証
を
得
る
こ
と
に
な
る

 

 

Ｔ
６  

      
	
	

                            …
 ἐὰν δέ τις ὧ

ν         129d6 

νυνδὴ ἐγὼ
 ἔλεγον πρῶ

τον µὲν διαιρῆται χω
ρὶς αὐτὰ καθ’ 

αὑτὰ τὰ εἴδη, οἷον ὁµοιότητά τε καὶ ἀνοµοιότητα καὶ πλῆθος                  e1 
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καὶ τὸ ἓν καὶ στάσιν καὶ κίνησιν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα,  
εἶτα ἐν ἑαυτοῖς ταῦτα δυνάµενα συγκεράννυσθαι καὶ δια- 

κρίνεσθαι ἀποφαίνῃ, ἀγαίµην ἂν ἔγω
γ’, ἔφη, θαυµαστῶ

ς, ὦ
 

Ζήνω
ν. ... 

｢

だ
が

も
し
人
が

第
一
に

た

た
今
私
が
語

た
も
の
ど
も

43

か
ら
区
別
し
て
形
相

例
え
ば

似

と

不
似

や

多

と

一

や

静

と

動

や
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
も
の

を
そ
れ
自
体
で
区
別
し

そ
れ
か
ら
そ
れ
ら
が
自
身
の
間
で
混
合
さ
れ
た
り
分
離
さ
れ
た
り
で
き

る
の
を
証
示
す
る
よ
う
な
ら

と
彼
は
言

た

少
な
く
と
も
私
は
感
嘆
す
る
こ
と
で
し

う

驚
く
ほ
ど
に
ね

ゼ
ノ
ン

 

 	

Ｔ
６
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ゼ
ノ
ン
へ
の
要
求
は
二
つ
の
段
階
か
ら
な
る

第
一
段
階
は

相
反
す
る
イ
デ
ア
を
感
覚
事
物
か
ら
区

別
す
る
こ
と
で

こ
れ
は
最
初
か
ら
ゼ
ノ
ン
に
要
望
し
て
い
た
こ
と
だ

イ
デ
ア
論
を
認
め
る
と
背
理
は
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う

第
二
段

階
は

相
反
す
る
イ
デ
ア
が
そ
れ
ら
自
身
の
内
で

cf. 129c2

混
合 συγκεράννυσθαι

分
離 διακρίνεσθαι

で
き
る
か
を
証

示
し
て
ほ
し
い
と
の
要
求
で
あ
る

先
の
議
論
を
受
け
た
一
般
化
と
し
て

分
離

が
同
一
性
の
否
定

と
確
定

混
合

が
分

取
・
分
有
関
係
を
表
す
な
ら

例
え
ば

彼
は
分
離
関
係
に
あ
る

似

の
イ
デ
ア
と

不
似

の
イ
デ
ア
が

相
互
に
反
対
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず

い
か
に
し
て
お
互
い
を
分
取
で
き
る
の
か
と
問
い

恐
ら
く

そ
れ
は
不
可
能
だ
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る

44

そ
し
て
第

Ⅱ

節

二

で
引
用
し
た
Ｔ
４
が
続
く
が

Ｔ
６
の
こ
の
箇
所
で
は
感
覚
事
物
で
は
な
く

イ
デ
ア
が
相
反
す
る
性
質
を
帯
び

う
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
Ｔ
４
で
も

イ
デ
ア
が
反
対
の
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ

て
反
対
性

質
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
な
ら

そ
れ
を
証
示
し
て
ほ
し
い
と

挑
戦

し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う

45
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二 

「
証
示 ἀπ

οφαίνειν

」
と
は
何
か	

	
さ
て

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

か
ら
目
下
の
謎
で
あ
る
彼
の
イ
デ
ア
理
解
に
つ
い
て
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
ろ
う
か

ソ
ク
ラ
テ

ス
は
反
対
の
イ
デ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
証
示
を
要
求
し
な
が
ら

そ
れ
が
無
理
だ
と
考
え
て
い
る

そ
の
理
由
を
探
る
こ
と
で

彼
の
イ

デ
ア
理
解
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
な
ぜ
彼
の
見
解
に
高
い
評
価
を
与
え
た
の
か
も
わ
か
る
よ
う
に

思
わ
れ
る

 

	

最
初
に
注
目
す
べ
き
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
が

イ
デ
ア
が
反
対
性
質
を
も
つ
こ
と
は
証
示
で
き
な
い
と
主
張
す
る
と
き

彼
は

証
示

と
は
何
か
を
具
体
的
に
イ
メ

ジ
し
な
が
ら

そ
う
主
張
し
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
だ

Ｔ
３
で
も
感
覚
事
物
が
相
反
す
る
性
質
を
も

つ
こ
と
を

証
示
す
る
こ
と ἀποφαίνειν

135e7

は
難
し
く
な
い
と
振
り
返
ら
れ
て
い
た
が

そ
の
典
拠
と
な
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の

挑
戦

に
はἀποφαίνειν

と
い
う
語
が
集
中
的
に
八
回
も
登
場
す
る

129b1, 4, 5, c2-3, 5, d2, 3, e3

46

こ
の
語
は

論
証
す
る 

ἀποδεικνύναι
129b7, c4, d4

証
明
す
る ἐπιδεικνύναι

130a2

と
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が

基
本
的
に
は

証
示

の
理

解
が
基
に
あ
り

論
証
・
証
明

へ
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

こ
の
箇
所
で
の

証
示

の
情
報
量
上
の
優
位
は
動

か
な
い

47

で
は

証
示

と
は
ど
の
よ
う
な
説
明
方
式
な
の
だ
ろ
う
か

こ
の
節
で
は
こ
の
点
を
確
認
し
た
い

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提

出
す
る
証
示
の
具
体
例
を
見
て
み
よ
う

 

	
 

	

Ｔ
７	

 

εἰ δ’ ἐµὲ ἕν τις ἀποδείξει ὄντα καὶ πολλά, τί θαυµαστόν,                129c4 
λέγω

ν, ὅταν µὲν βούληται πολλὰ ἀποφῆναι, ὡ
ς ἕτερα µὲν 

τὰ ἐπὶ δεξιά µού ἐστιν, ἕτερα δὲ τὰ ἐπ’ ἀριστερά, καὶ ἕτερα 
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µὲν τὰ πρόσθεν, ἕτερα δὲ τὰ ὄπισθεν, καὶ ἄνω
 καὶ κάτω

 
ὡ
σαύτω

ς—
πλήθους γὰρ οἶµαι µετέχω

—
ὅταν δὲ ἕν, ἐρεῖ ὡ

ς 

ἑπτὰ ἡµῶ
ν ὄντω

ν εἷς ἐγώ
 εἰµι ἄνθρω

πος µετέχω
ν καὶ τοῦ                    d1 

ἑνός· ὥ
στε ἀληθῆ ἀποφαίνει ἀµφότερα. …

 

だ
が

も
し
誰
か
が
次
の
よ
う
に
語

て

私
が
一
人
で
あ
り
な
が
ら
多
で
も
あ
る
と
論
証
す
る
だ
ろ
う
な
ら

ど
う
し
て
驚
く
べ
き
だ
ろ
う
か

す
な
わ
ち

そ
の
人
が
一
方
で

私
が
多
で
あ
る
こ
と
を
証
示
し
た
い
場
合
に
は

私
に
は
右
側

左
側

前
面

後
面
が
別
々
に
あ
り

上
部
も
下

部
も
同
様
に
あ
る

思
う
に

私
は

多

を
分
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら

と
語
り

他
方
で

一
で
あ
る
こ
と
を
証
示
し
た
い
場
合

そ
の
人

は

私
が

一

を
も
分
有
し
て
い
て
七
人
い
る
私
た
ち
の
内
の
一
人
で
あ
る

と
言
う
だ
ろ
う

そ
の
結
果

彼
は
両
方
が
真
実
で
あ
る
と
証
示
す

る
の
だ

 

	
 

	

こ
の
事
例
は

証
示

と
は
何
か
を
知
る
の
に
示
唆
的
で
あ
る

 

	

ⅰ

ま
ず

証
示

は
対
話
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る

Ｔ
７
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

多
か
つ
一

と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
事

態
が
惹
起
す
る
疑
問
に
対
し
て

あ
る
人
が

ａ

多
で
あ
る

理
由
を
説
明
し

λέγω
ν 129c5

ｂ

一
で
あ
る

理
由
を

話
し

ἐρεῖ c8

ｃ

二
つ
の
真
な
る
答
を
総
合
し
て
結
論
を
与
え
る

ὥ
στε d2

論
証
を
紹
介
し
て
い
る

論
証
を
構
成
す
る

ａ

ｂ

ｃ

は
個
々
の
疑
問
に
対
し
て
理
由
を
説
明
す
る
応
答
と
し
て
一
連
の
対
話
を
織
り
な
し
て
お
り

そ
れ
ぞ
れ
が
証
示
だ
と
み

な
さ
れ
て
い
る
の
だ

証
示
の
成
功
は
一
方
的
な
発
話
で
は
な
く
双
方
向
的
な
相
互
理
解
の
実
現
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

 

	

ⅱ

証
示

は
現
場
性
を
成
立
要
件
と
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
証
示
の
対
象
と
し
て
自
分
自
身
を
択
ん
で
い
る

ἐµὲ 129c4; µού 

c6; ἐγώ
 εἰµι d1

そ
の
こ
と
に
よ

て
現
に

今

こ
こ

で
対
話
に
関
与
し
て
い
る

私
た
ち ἡµῶ

ν ὄντω
ν

d1

自
身
が
証

示
の
文
脈
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る

し
た
が

て

身
体
性
を
伴

た
感
覚
現
場
で
あ
る
側
面
が
強
調
さ
れ
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の

挑
戦

冒
頭
で
も

多 πολλά
129a3

で
あ
る
感
覚
事
物
の
例
と
し
て
真

先
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が

私

と

あ
な
た

だ
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た
a2-3

特
に
証
示
の
対
象
が
感
覚
事
物
で
あ
る
場
合

分
有
関
係
を
構
成
す
る
①
時
間

②
相
関
物

③
観
点

④
人
が
関
わ
る

が

こ
こ
で
は
証
示
の
主
体

τις 129c4

が
対
話
相
手
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

証
示
の
主
題
で
あ
る
と
同
時
に
④
と
し
て
事
態
を
構

成
し
て
い
る

 

	

ⅲ

こ
う
し
て
中
期
イ
デ
ア
論
のlocus classicus

で
あ
る

パ
イ
ド
ン

の

背
丈
比
べ

の
箇
所

102a-103a

と
の
類
似
性

が
際
立

て
く
る

48

そ
こ
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

そ
の
場
に
い
る
シ
ミ
ア
ス
や
パ
イ
ド
ン
を
巻
き
込
み

シ
ミ
ア
ス
は
大
き
く
て

小
さ
い

と
い
う
事
態
を

シ
ミ
ア
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
関
係
で
は

大

の
イ
デ
ア
を
分
有
し
て

大
き
い

が

パ
イ
ド
ン
と
の

関
係
で
は

小

の
イ
デ
ア
を
分
有
し
て

小
さ
い

と
い
う
仕
方
で
説
明
す
る
の
で
あ
る

こ
れ
が
説
明
と
し
て
機
能
す
る
の
は

そ

の
場
に
い
る
人
々
が

シ
ミ
ア
ス
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
の
背
格
好
を
感
覚
的
に
把
握
す
る
の
み
な
ら
ず

内
在
形
相

と
呼
ば
れ
る
シ

ミ
ア
ス
の

大

が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

小

を

凌
駕
す
る ὑπερέχειν

関
係
を
観
取
し

シ
ミ
ア
ス
の

小

が
パ
イ
ド
ン
の

大

に
よ

て

凌
駕
さ
れ
る ὑπερέχεσθαι
関
係
を
観
取
し
て
い
る
か
ら
だ

た

 

	
 

Ｔ
８	

 
Ο
ὕτω

ς ἄρα ὁ Σιµµίας ἐπω
νυµίαν ἔχει σµικρός τε καὶ                  102c11 

µέγας εἶναι, ἐν µέσῳ
 ὥ
ν ἀµφοτέρω

ν, τοῦ µὲν τῷ
 µεγέθει 

ὑπερέχειν τὴν σµικρότητα ὑπέχω
ν, τῷ

 δὲ τὸ µέγεθος τῆς                     d1 
σµικρότητος παρέχω

ν ὑπερέχον. …
  

し
た
が

て

シ
ミ
ア
ス
が
そ
の
う
に

小
さ
く
て
大
き
い

と
い
う
呼
び
名
を
も
つ
の
は

両
者
の
真
ん
中
に
い
て

一
方

パ
イ
ド
ン

の

大

が

小

を
凌
駕
す
る
の
を
認
め
つ
つ

他
方

ソ
ク
ラ
テ
ス

に
は

大

を

小

を
凌
駕
す
る
も
の
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
に
よ

て
な
の
だ
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大
き
く
て
小
さ
い

と
の
事
態
の
説
明
は

個
別
性
を
備
え
た
内
在
形
相
間
の
関
係
の
描
写
に
よ

て
完
成
す
る

凌
駕
す
る
／

さ
れ
る

と
い
う
関
係
と
し
て
説
明
さ
れ
る

大
で
あ
る

形

大

の
イ
デ
ア

と

小
で
あ
る

形

小

の
イ
デ
ア

が
眼
前
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
対
話
者
の
全
員
で
相
互
承
認
さ
れ
る
の
だ

49

 

	

こ
の
よ
う
に
し
て

証
示

は

対
話
者
た
ち
が
言
葉
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
イ
デ
ア
の
分
有
構
造
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
同
時
に

イ
デ
ア
認
識
の
共
有
を
通
じ
て
そ
の
事
態
を
内
側
か
ら

説
明
の
対
象

主
体
と
し
て

一
緒
に
作
り
あ
げ
る
共
同
作
業
と
な
る
の

で
あ
る

 

	

ⅳ

Ｔ
７
は
そ
れ
自
体

証
示

と
は
何
か
を
証
示
し
て
い
る

Ｔ
７
は
証
示
の
個
別
事
例
の
紹
介
で
あ
る
ば
か
り
か

証
示
の
普

遍
的
な
あ
り
方
を
指
し
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

証
示
に
お
い
て

個
別
事
例
は
そ
の
時
間
・
空
間
に
い
る
対
話
者
の
み
な
ら
ず

そ

の
時
間
・
空
間
に
い
な
い
誰
も
が
同
意
で
き
る

cf. ἅπερ ἂν πάντες ὁµολογοῖµεν 129d6

普
遍
性
を
帯
び
た

範
例

と
な
る

つ

ま
り
証
示
と
は

疑
問
の
対
象
と
な

て
い
る
事
柄
を
明
瞭
に
代
表
す
る
具
体
的
典
型
例

paradigm
atic exem

plar

を
通
し
て

現
場

で
そ
の
範
例
と
関
わ
る
複
数
の
人
々
が
一
連
の
問
と
答
か
ら
な
る
対
話
を
し
な
が
ら

同
一
の
事
柄
を
め
ぐ

て
自
分
た
ち
の
存
在
把
握

を
相
互
に
承
認
し
合
う
活
動
と
言
え
よ
う

50

証
示
活
動
の
中
で

個
別
に
関
わ
る
問
と
答
の
や
り
取
り
の
中
に

対
話
者
た
ち
の
イ

デ
ア
把
握
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

 

	

さ
て
以
上
の
特
徴
か
ら

感
覚
世
界
の
あ
り
方
を
イ
デ
ア
の
分
有
に
よ

て
説
明
す
る
イ
デ
ア
論
が

証
示

と
い
う
独
特
の
言
語
活

動
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
を
推
定
で
き
よ
う

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
デ
ア
論
の
こ
う
し
た
側
面
を
高
く
評
価
し

イ

デ
ア
の
存
在
が
対
話
と
そ
れ
を
構
成
す
る
思
考

自
己
内
対
話

に
と

て
不
可
欠
だ
と
表
明
し
た
の
で
は
な
い
か

証
示
は
半
ば
感

覚
的
に
現
わ
れ
た
形

イ
デ
ア

を
思
考
に
よ

て
言
葉
化
し
て
承
認
し
合
う
対
話
の
産
物
だ
か
ら
で
あ
る

で
は
他
方
で

ソ
ク
ラ

テ
ス
が

挑
戦

で
強
く
成
立
を
疑

て
い
る

似

が
似
て
い
な
い

不
似

が
似
て
い
る

一

が
多
で
あ
る

多
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が
一
で
あ
る

と
い
う
事
態
の
証
示
に
つ
い
て
は

一
体
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か

 

 	

三 
「
〈
似
て
い
る
〉
そ
れ
自
体
」
と
は	

	

第

Ⅱ

節
で
明
ら
か
に
な

た
の
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

第
二
部
で
対
象
と
な
る
の
は
イ
デ
ア
・
形
相
で
あ
り

そ
れ
も
考
察
主
体
が

ロ
ゴ
ス
に
よ

て

イ
デ
ア
・
形
相

と
し
て
把
握
す
る
限
り
の
も
の
と
い
う
こ
と
だ

た

老
哲
学
者
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
が

挑
戦

で
試
み
た
考
察
対
象
の
こ
う
し
た
特
徴
づ
け
を
評
価
し
た
の
だ

で
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
デ
ア
理
解
は
ど
う
披
瀝
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か

そ
の
手
掛
か
り
は
次
の
箇
所
に
あ
る

 

 	

Ｔ
９      

…
 εἰ µὲν γὰρ αὐτὰ τὰ ὅµοιά τις ἀπ-                               129b1 

έφαινεν ἀνόµοια γιγνόµενα ἢ τὰ ἀνόµοια ὅµοια, τέρας ἂν  

οἴµαι ἦν.	
…

    
｢

と
い
う
の
は

一
方
で

も
し
彼
に
誰
か
が

似
て
い
る

そ
れ
自
体
が
似
て
い
な
い
も
の
と
な

た
り

似
て
い
な
い

が
似
て
い
る
も
の
と
な

た
り
す
る
の
を
証
示
す
る
こ
と
が
あ
る
な
ら

驚
き
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す

 

 	

こ
れ
ま
で
本
稿
は
説
明
な
し
に
Ｔ
９
を

似

の
イ
デ
ア
が
似
て
い
な
い

不
似

の
イ
デ
ア
が
似
て
い
る

が
証
示
不
可
能

と
み
な
さ
れ
て
い
る
典
拠
と
し
て
き
た

だ
が
Ｔ
９
は

似

の
イ
デ
ア
の
た
め
にαὐτὰ τὰ ὅµοια

と
い
う
異
様
な
フ
レ

ズ
を
採
用
す

る
た
め

そ
の
解
釈
は
一
様
で
な
く
論
争
の
種
で
も
あ

た
の
だ

異
様

と
言
う
の
は
唯
一
性
・
単
一
性
を
特
徴
と
す
る
イ
デ
ア
が

αὐτὸ τὸ ὅµοιον

の
単
数
形
で
は
な
く
複
数
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

51

例
え
ば

Ｆ
・
Ｍ
・
コ
ン
フ

ド
は

イ
デ
ア
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と
も
そ
れ
を
分
有
す
る
感
覚
個
物
と
も
区
別
し
て

ま
さ
に
単
純
に

似
て
い
る

と
し
て
定
義
さ
れ
る
第
三
の
存
在
者
を
導
入
し
て

複
数
形
の
困
難
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る

52

 

	

し
か
し
明
ら
か
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

で
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は

矛
盾
し
た
性
質
を
も
ち
う
る
感
覚
個
物
と
決
し
て
も
ち
え
な

い
イ
デ
ア
で
あ
り

第
三
の
存
在
者
が
入
り
こ
む
余
地
は
な
い

似

不
似

の
イ
デ
ア
と
並
ん
で
例
示
さ
れ
る

一

と

多

の
ペ
ア
に
つ
い
て
も

一
で
あ
るὃ ἔστιν ἕν

ま
さ
に
そ
れ
が
多
で
あ
り

ま
た

多

が
一
で
あ
る
の
を
人
が
論
証
す
る
だ
ろ
う
な

ら

最
早
そ
の
こ
と
に
私
は
驚
く
だ
ろ
う

129b6-c1

一

は
多
で
な
い
し

多

は
一
で
な
い
し

ま
た
そ
う
語
る
こ
と λέγειν

は
何
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い

d5-6

と
述
べ
ら
れ
て
お
り

当
の
対
象
が
イ
デ
ア
を
指
す
の
に
紛
れ
は
な
く

第
三
者
は
導
入

さ
れ
て
い
な
い

53

 

	

だ
がαὐτὰ τὰ ὅµοια

が

似

の
イ
デ
ア
を
指
す
な
ら

こ
と
さ
ら
な
ぜ
複
数
形
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か

こ
う
し
た
表
現

の
使
用
に
は
イ
デ
ア
の
存
在
に
特
殊
な
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

イ
デ
ア
と
感
覚
事
物
の
対
比
が

証
示

の
文
脈
で
実
行
さ
れ
て

い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
り
は
し
ま
い
か

以
下
こ
の
表
現
の
謎
を
解
き
明
か
し
つ
つ
イ
デ
ア
と
証
示
の
関
わ
り
を
探

て
い
く

 

	

ま
ず

Ｔ
９
が

現
在
の

事
実
と
反
対
の
こ
と
を
仮
定
す
る

反
実
仮
想

で
あ
る
点
に
注
意
し
よ
う

ソ
ク
ラ
テ
ス
が

似

の

イ
デ
ア
が
似
て
い
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
証
示
不
可
能
だ
と
考
え
た
理
由
は
何
か

仮
に
証
示
が
可
能
だ
と
す
る
と

本
節

二

の

考
察
か
ら

対
話
す
る
者
た
ち
に

似

の
イ
デ
ア
が

不
似

の
イ
デ
ア
を
分
有
し
て

似
て
い
な
い

と
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

そ
の
た
め
に
は
個
々
の
対
話
者
に
主
題
で
あ
る

似

の
イ
デ
ア
が
把
握
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く

そ
の
把
握
が
共
有
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

同
じ

似

に
つ
い
て
の
対
話
な
の
だ
か
ら

で
は

似

の
相
互
承
認
は
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
る
の
か

 

	

パ
イ
ド
ン

の

背
丈
比
べ

を
想
起
し
た
い

シ
ミ
ア
ス
を
中
心
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス

パ
イ
ド
ン
と
の
比
較
の
内
に

大

小

が
相
互
承
認
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
場
面
か

シ
ミ
ア
ス
は
大
き
く

か
つ

小
さ
い

と
い
う
事
態
は

例
え
ば

シ
ミ
ア
ス
の
同
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じ
背
丈
一
七
〇
セ
ン
チ
が

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
一
六
〇
セ
ン
チ
と
の
関
係
で

大

の
内
在
形
相
を
も
ち

パ
イ
ド
ン
の
一
八
〇
セ
ン
チ
と

の
関
係
で

小

の
内
在
形
相
を
も
つ
こ
と
で
あ
り

こ
の
記
述
を
可
能
に
す
る
の
が

凌
駕
す
る
／
さ
れ
る

と
い
う
形
で
そ
こ
に
あ

り
あ
り
と
現
わ
れ
る

大

と

小

の
イ
デ
ア
で
あ
る

イ
デ
ア
論
に
よ
る
事
態
の
説
明
は

対
話
者
が
こ
れ
ら
両
イ
デ
ア
を
疑
い
な

く
相
互
承
認
す
る
こ
と
に
よ

て
成
立
す
る

こ
れ
が

証
示

の
特
徴
の
一
つ
だ

た

 

	

同
様
に

似

の
場
合
も

そ
の
相
互
承
認
は
既
に
個
別
の

似
て
い
る

事
態
の
証
示
的
説
明
の
中
で
は
た
ら
い
て
い
る
は
ず
で
あ

る

例
え
ば

Ａ
は
①
今

②
Ｂ
と
比
べ
て

③
顔
の
形
の
点
で

④
観
察
者
の

私

に
対
し
て
ど
う
い
う
関
係
か
？

と
の
問
に

似
て
い
る

と
い
う
答
が
導
か
れ
る
証
示
に
お
い
て

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
つ
も
り
で
は

感
覚
現
場
に
い
る
対
話
者
の
間
で

似

の
現
わ
れ
が
共
有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

テ
ア
イ
テ
ト
ス

143e, 144d-e

政
治
家

257d

参
照

 

	

似

の
イ
デ
ア
に
関
す
る
証
示
を
対
比
さ
せ
る
な
ら

54

感
覚
的
に
相
互
承
認
が
自
明
な
Ａ
と
Ｂ
と
違

て

55

ま
ず
も

て

同
じ

似

に
つ
い
て
対
話
し
て
い
る
か
を
確
か
め
る
相
互
承
認
が
必
要
に
な
る

似

の
相
互
承
認
は

原
因
と
し
て
の
イ
デ
ア
が

理
論
上
そ
こ
に
お
い
て
本
来
は
た
ら
い
て
い
る
場
面
で
あ
る

ま
さ
し
く
こ
の
感
覚
現
場
で
の

似

の
現
わ
れ
を
源
泉

ア
ル
ケ

と
す
る
だ
ろ
う

個
物
の
証
示
の
現
場

今
こ
こ

で

対
話
者
は
注
意
を
イ
デ
ア
へ
と
向
け
変
え
る
こ
と
で

感
覚
事
物
か
ら
①

④

の
関
係
性
を
捨
象
し
て

原
因
と
し
て
の

似

の
イ
デ
ア
を
自
体
性
の
ま
ま
に
把
握
し
直
す
の
だ

そ
の
際

対
話
者
が

似

を
言

語
的
に
表
現
す
る
な
ら

出
発
点
は

こ
れ
ら
Ａ
と
Ｂ
は
似
て
い
る

と
い
う
事
態

ταῦτα τὰ ὅµοια

似
て
い
る

事
態
は
複

数
の
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
る

だ
が

そ
れ
を
原
因
根
拠
づ
け
て
い
る

似

は
事
態
の
個
別
具
体
的
現
場
性
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
そ

れ
自
体

αὐτό

で
捉
え
ら
れ
る
た
め

56

αὐτὰ τὰ ὅµοια 
複
数
の
も
の
に
お
け
る
自
体
的
な
イ
デ
ア
の
端
的
な
現
わ
れ

と

い
う
一
見
異
様
だ
が
実
は
自
然
な
方
式
を
採
用
す
る
の
で
は
な
い
か

57

謎
の
複
数
形
は
今
こ
こ
で
対
話
者
が

似

を
問
題
に
す
る

証
示
の
現
場
性
を
反
映
し
て
い
る

と
い
う
解
釈
で
あ
る
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こ
のαὐτὰ τὰ ὅµοια

の
解
釈
は

イ
デ
ア
は
本
来
的
に
感
覚
と
思
考
が
交
わ
り
あ
う
証
示
的
対
話
の
現
場
で
把
握
し
直
さ
れ
る

と

い

た

イ
デ
ア
の
本
質
的
特
徴
を
開
示
す
る

こ
の
特
徴
か
ら
す
れ
ば

イ
デ
ア
の
探
究
と
は

①

④
の
諸
要
素
を
中
心
に
生
成
流

転
す
る
感
覚
世
界
に
お
い
て
も

人
が
常
に
変
わ
ら
な
い
同
一
な
る
形
を
把
握
で
き
る
場
面
が
あ
り

そ
の
場
面
で
の
把
握
の
実
態
を
対

話
の
中
で
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
な
が
ら
共
同
に
明
ら
か
に
す
る
営
為
だ
と
言
え
る

そ
う
だ
と
す
る
と

第

Ⅱ

節
で
見
た
イ
デ
ア
の
性
格

描
写
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

イ
デ
ア
と
は
思
考
や
対
話
の
主
体
で
あ
る
考
察
者
に
よ

て

常
に
同
一
の
イ
デ
ア
で

あ
る ἰδέαν ... τὴν αὐτὴν ἀεὶ εἶναι

135c1

と
捉
え
返
さ
れ
た
も
の
だ

た
の
だ
か
ら

58

イ
デ
ア
は
そ
れ
と
出
会
う
人
の
個
別

性
を
前
提
・
出
発
点
と
し
な
が
ら
も

目
の
前
の
対
話
相
手
に
説
明
を
試
み
る
こ
と
で
普
遍
性
を
高
め
て
い
く
運
動
の
中
で
常
に
触
れ
あ

て
い
る
対
象
な
の
で
あ
る

59

 

	

こ
の
解
釈
か
ら
Ｔ
３
と
Ｔ
４
の
内
容
は
よ
り
豊
か
に
受
け
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う

ロ
ギ
ス
モ
ス
や
ロ
ゴ
ス
と
は

眼
前
対
象
が
備
え
て

い
る
①

④
の
個
別
性
を
剥
奪
す
る
過
程
の
中
で

別
の
似
通

て
は
い
る
が
異
な
る
状
況
で
同
一
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
か
そ
れ
と
も

反
対
の
性
格
と
な
る
か
を
言
葉
に
し
な
が
ら

相
反
す
る
特
徴
を
比
較
し
分
離
し
て

常
に
変
わ
ら
な
い
あ
り
方
を
見
出
す
作
業
で
あ
る

60

そ
の
作
業
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
も
の
が

こ
れ
こ
そ
イ
デ
ア
だ

と
思
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ

61

Ｔ
３
と
Ｔ
４
で
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
は

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
う
し
た
イ
デ
ア
理
解
を
高
く
評
価
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

 

	

だ
が
し
か
し

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
若
者
に
高
評
価
を
与
え
る
の
も
こ
こ
ま
で
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

挑
戦

を
受
け
た
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
は
イ
デ
ア
論
を
多
角
的
に
批
判
し

移
行
部

で
も
哲
学
の
深
み
に
達
し
て
い
な
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
訓
練
が
必
要
だ
と
忠
告

す
る
の
だ
か
ら

本
稿
は
第
一
部
の
イ
デ
ア
論
批
判
に
つ
い
て
検
討
は
し
な
い
が

そ
れ
で
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
哲
学
の
本
道
か
ら
離
れ
て

い
る
と
査
定
さ
れ
て
い
る
点
は
見
て
お
き
た
い

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
デ
ア
理
解
に
は
や
は
り
何
か
大
き
な
過
誤
が
含
ま
れ
て
い
る
に
違
い

な
い
の
で
あ
る
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四 
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
現
在
地

哲
学
の
再
出
発
の
た
め
に	

	
三

で
は
あ
え
て
踏
み
込
ま
な
か

た
が

実
の
と
こ
ろ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
デ
ア
理
解
はαὐτὰ τὰ ὅµοια

的
経
験
の
明
証
性
と
裏
腹

に
浮
か
び
上
が
る
あ
る
重
大
な
過
ち
を
抱
え
込
ん
で
い
た

彼
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
重
大
な
過
ち
な
の
だ

以
下

彼
の
魂
の
内
側
に
分
け
入

て
み
よ
う

 

	

確
か
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
身
の
理
論
の
根
本
に
据
え
るαὐτὰ τὰ ὅµοια

の
経
験
は

移
行
部

Ｔ
３
で
示
し
た

対
象
を
ロ
ゴ
ス

に
よ

て
把
握
す
る
こ
と

す
な
わ
ち

思
考

ἡγήσαιτο 135e3

に
よ

て

イ
デ
ア
だ
！

と
明
証
性
の
内
に
捉
え
る
こ
と
と
み
な

し
う
る

ま
た
こ
の
思
考
は
対
象
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
考
え
て
判
断
を
下
す

真
／
偽
と
な
り
う
る

思
い

で
は
な
く

例
え
ば

関

係
が
不
明
な
眼
前
対
象
Ａ
と
Ｂ
に
類
似
性
を
見
出
し

似
て
い
る
！

と
叫
ぶ
と
き
の
よ
う
な

永
遠
の
自
己
同
一
性
を
保
つ
イ
デ
ア
の

現
わ
れ
を
見
出
し

似
て
い
る

事
態
に
自
ら
参
与
す
る
経
験
で
あ
る

反
対
の

似
て
い
な
い

と
の
認
識
も
同
様
だ
か
ら

そ
れ

ぞ
れ
の
経
験
の
原
因
根
拠
と
な
る

似

と

不
似

が
混
合
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い

そ
れ
は
反
対
の
イ
デ
ア
で
あ
る

大

小

の
場
合
と
同
じ
だ

62

Ｔ
９
で

反
実
仮
想

を
採
用
し
た
裏
に
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
心
の
動
き
は
そ
う
推
察
で
き
る

 

	

し
か
し
な
が
ら

思
考
や
対
話
の
前
提
と
な
る

似

不
似

の
明
証
性
は

あ
く
ま
で
個
人
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
点
に
注
意
し

た
い

な
る
ほ
ど

本
節

二

三

で
類
比
的
に
用
い
た

大

小

の
場
合

凌
駕
す
る
／
さ
れ
る

と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ

れ
の
定
義
・
説
明
形
式
が
存
在
し

対
話
に
携
わ
る
者
た
ち
の
間
で
共
通
了
解
が
成
立
し
て
い
る

63

そ
れ
ゆ
え

大
／
小
と
は
何

で
あ
る
か

を
知

て
い
る
者
た
ち
に
と

て

大

≠
小

は
自
明
な
る
前
提
だ
し

背
丈
比
べ

の
個
別
事
例
は
範
例
と
し
て

イ
デ
ア
の
相
互
承
認
の
本
源
た
り
う
る

だ
が
他
方

似

不
似

の
場
合
は
ど
う
か

あ
る
個
別
事
例
が

私

に

似
て
い
る

と
明
証
性
を
も

て
現
わ
れ
て
も

あ
な
た

に
は

似
て
い
な
い

と
こ
れ
ま
た
明
々
白
々
に
現
わ
れ
る
こ
と
も
頻
繁
だ
し

互
い
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を
説
得
す
る
よ
り
普
遍
的
な
説
明
方
式
と
定
義
の
獲
得
は
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か

個
別
事
例
の
範
例
化
は
簡
単
で
は
な
く

相
互
承
認

の
源
泉
は
見
出
し
づ
ら
い

 

	

た
ま
た
ま
二
人
の
間
に
相
互
承
認
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も

似

不
似

の
定
義
と
体
系
的
理
解
な
し
に
は

そ
の
場
の
二
人
と

い
う
制
限
を
越
え
た
常
な
る
自
己
同
一
性
を
把
握
し
た
保
証
に
は
な
る
ま
い

64

実
際

個
別
事
例
を
限
定
す
る
①

④
の
要
素
を
捨

象
し
な
が
ら

似

不
似

の
何
で
あ
る
か
を
探
究
す
る
作
業

ὁρίζεσθαι

は
容
易
で
は
な
い

あ
ら
ゆ
る
事
態
・
存
在
者
に
様
々

な
仕
方
で
関
わ
る

似

不
似

は

量
的
関
係
を
中
心
に

凌
駕
す
る
／
さ
れ
る

と
い
う
一
様
な
説
明
方
式
が
現
に
日
常
的
に
成

り
立

て
い
る

大

小

と
は
か
な
り
事
情
が
異
な
る
の
だ

に
も
か
か
わ
ら
ず

恐
ら
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
単
に
反
対
で
あ
る
と
い

う
特
徴
か
ら

似

不
似

や

一

多

さ
ら
に
Ｔ
６
で
は

静

動

等
に
至
る
ま
で
相
互
分
有
の
証
示
の
可
能
性
を

否
定
し
た
の
で
あ
る

65

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が

移
行
部

136a-c

で
こ
れ
ら
の
対
象
を
め
ぐ
る

訓
練

が
必
要
だ
と
論
じ
る
と
き

彼
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
過
ち
を
正
す
意
図
が
あ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

 

	

別
の
角
度
か
ら
言
え
ば

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が

訓
練

に
先
立
ち
イ
デ
ア
論
批
判
を
企
て
る
の
も

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
し
て
諸
々
の
反
対

の
イ
デ
ア
を
一
緒
く
た
に
す
る
過
ち
に
気
づ
か
せ
る
狙
い
が
あ

た
の
か
も
し
れ
な
い

つ
ま
り

訓
練

の
対
象
と
し
て
主
題
化
さ
れ

る
諸
イ
デ
ア
が

イ
デ
ア
論
に
よ

て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く

む
し
ろ
説
明
項
と
し
て
理
論
自
体
を
構
成
し
て
い
る
た
め

理
論
か

ら
独
立
し
た
説
明
が
必
要
と
な
る
と
い
う
事
実
に
気
づ
く
べ
き
な
の
だ

似

の
イ
デ
ア
は
分
有
関
係
一
般
を
説
明
す
る
鍵
と
な
る
し 

cf. 

132d-133a

一

と

多

も

全
体

と

部
分

と
密
接
に
絡
む
イ
デ
ア
論
の
構
成
要
素
で
あ
る

cf. 131a-132b

静

と

動

も
存
在
と
生
成
の
原
理
に
関
わ
る
と
言
え
よ
う

そ
の
他

同

異

限

無
限

に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い

こ
れ
ら
の
イ
デ
ア
は

現
象
の
部
分
を
占
め
る

大

小

と
異
な
り

現
象
の
全
体
を
通
し
て
浸
透
し

ペ
ア
の
枠
を
も
越
え
て
相

互
に
混
合
・
分
離
す
る
こ
と
に
よ

て

現
象
の
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
深
く
関
わ
る
の
で
あ
る

ソ
フ

ス
ト

253b-c

参
照
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
ゼ
ノ
ン
と
の
対
話
が
新
た
な
局
面
に
達
し
て
い
る
の
に
全
く
気
づ
い
て
い
な
い

 

	
そ
し
て
何
よ
り
も
深
刻
な
の
は

こ
う
し
た
過
ち
が

挑
戦

の
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
哲
学
の
大
い
な
る
き

か
け
を
奪

て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る

き

か
け
と
は
他
で
も
な
い

驚
き

で
あ
る

66

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
共
に
読
者
は

相
反
す
る
イ
デ
ア
の
混
合
・

分
離
が
証
示
さ
れ
た
ら
驚
く
だ
ろ
う
が

そ
れ
は
あ
り
え
な
い
か
ら

イ
デ
ア
論
を
信
奉
す
る
私
は
驚
か
な
い

と
嘯
く
ソ
ク
ラ
テ
ス

し
か
し
そ
の
実

哲
学
の
道
を
見
失

た
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
目
の
当
た
り
に
す
る

彼
の
魂
の
奥
底
に
巣
く
う
の
は

似

不
似

一

多

等
に
つ
い
て
知

て
い
る
と
の
思
い
で
あ
る

そ
の
思
い
に
よ

て

彼
は
自
身
に
あ
り
あ
り
と
立
ち
現
わ
れ
る

似

を
相
互

承
認
の
域
に
ま
で
飛
躍
さ
せ
て
し
ま

た

こ
れ
は

プ
ラ
ト
ン
初
期
対
話
篇
以
来

大
切
な
こ
と
に
つ
い
て
自
分
が
知
ら
な
い
の
に
知

て
い
る
と
間
違

て
思

て
い
る
状
態

自
分
が
知
者
で
な
い
の
に
知
者
だ
と
思
う
魂
の
状
態

と
し
て

無
知 ἀµαθία

学

び
の
欠
如

と
呼
ば
れ
て
き
た
最
大
の
悪
に
他
な
ら
な
い

67

若
き
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
現
在
地
は
こ
こ
に
あ

た

68

 

	

し
た
が

て

今
こ
こ
で
無
知
な
る
ソ
ク
ラ
テ
ス

！

が
本
来
な
す
べ
き
は

日
々
善
・
美
・
正
義
の
探
究
に
勤
し
む
代
わ
り
に

似

不
似

等
に
つ
い
て
知
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て

し
か
し
あ
り
あ
り
と
経
験
す
るαὐτὰ τὰ ὅµοια

的
イ
デ
ア
把
握
を
言
葉

で
あ
る
が
ま
ま
に
語
る
証
示
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う

そ
れ
は

似

が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

不
似

で
は
な
い
の
は

い
か
に
し
て
か
を
問
い

似

不
似

の
本
性

ピ

シ
ス

を
分
離
の
作
業

本
質
論

を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
と
同
時
に

両
者
が
相
互
に
分
有
し
合

て
互
い
の
性
質

パ
ト
ス

を
有
す
る
可
能
性
を

他
の
様
々
な
イ
デ
ア
も
含
め
た
混
合
の

作
業

言
語
・
思
考
論

に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
に
な
る

69

そ
の
た
め
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は

Ｔ
６
で

挑
戦

を
自
信
た

ぷ
り

に
締
め
く
く

た
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て

中
期
イ
デ
ア
論
の
不
備
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く

移
行
部

で
こ
の
よ
う
な

訓
練

が
不
可
欠
だ
と
強
調
し

す
ぐ
れ
た
資
質
を
も
つ πάνυ …

 εὐφυοῦς
135a7; µὴ ἀφυής 133b8

若
者
が

ア
ポ
リ
ア
の
中
で ἐν 

ἀπορίᾳ
130c3; cf. 129e6, 130c7, 133a8, b1, 135a3

多
く
の
経
験
を
積
ん
で πολλῶ

ν ... τύχοι ἔµπειρος ὢ
ν

133b7

も
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う
一
度
哲
学
の
道
を
歩
み
出
す
よ
う
促
す
の
で
あ
る

 

 

む

す

び 
 	

本
稿
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
第
一
部
と
第
二
部
を
繋
ぐ

移
行
部

の
読
解
か
ら
出
発
し

第

Ⅰ

節

第
二
部
で
取
り
扱
わ
れ
る

対
象
の
存
在
身
分
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

第

Ⅱ

節

結
論
的
に
言
え
ば

第
二
部
で
議
論
さ
れ
る

一

多

他

同

異

限

無
限

な
ど
は

感
覚
事
物
で
は
な
く
イ
デ
ア

形
相

で
あ
る

だ
が
そ
れ
も
単
な
る
イ
デ
ア
で
は
な
く

考
察
者

が
ロ
ゴ
ス
に
よ

て

イ
デ
ア
で
あ
る

と
し
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
の
イ
デ
ア
な
の
だ

こ
う
し
た
不
思
議
な
特
徴
づ
け
を
さ
ら
に

理
解
す
る
た
め
に

第
一
部
前
半
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

で
提
示
さ
れ
て
い
る
イ
デ
ア
論
の
分
析
を
試
み
た

第

Ⅲ

節

そ
の
結

果

αὐτὰ τὰ ὅµοια

と
い
う
複
数
表
現
を
手
掛
か
り
と
し
て

イ
デ
ア
で
あ
る

と
の
把
握
と
は

人
が
生
成
変
化
す
る
感
覚
経
験
に

参
与
す
る
仕
方
で

常
に
同
一
性
を
保
つ
形
の
現
わ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
だ
と
解
釈
し
た

こ
の
よ
う
に
し
て
第
二
部
を

考
察
者
が
対

話
の
現
場
で

一

な
ど
の
イ
デ
ア
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら

イ
デ
ア
間
の
分
離
・
混
合
の
あ
り
方
を
自
ら
に
現
わ
れ
る
が
ま
ま
言
葉
に

し
て
い
く
探
究

と
読
む
可
能
性
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る

 

	

さ
て
以
上
の
考
察
は

は
じ
め
に

で
言
及
し
た
諸
問
題
に
つ
い
て
何
を
告
げ
る
だ
ろ
う
か

暫
定
的
な
答
と
本
対
話
篇
が
プ
ラ
ト
ン

哲
学
に
と

て
も
つ
意
味
の
見
通
し
を
ご
く
簡
潔
に
記
し
て
お
き
た
い

 

	

ⅰ

第
二
部
の
対
象
を
イ
デ
ア
と
す
る
と
き

そ
れ
は
中
期
イ
デ
ア
論
の
イ
デ
ア
と
同
じ
身
分
な
の
か

 

	

第
一
部
で
批
判
さ
れ
る
イ
デ
ア
論
が
中
期
の
そ
れ
だ
と
す
れ
ば

移
行
部

の
イ
デ
ア

さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
る
第
二
部
の
対
象
た

る
イ
デ
ア
も
同
じ
身
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

重
要
な
の
は

パ
イ
ド
ン

の
イ
デ
ア
原
因
説
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

元
来
イ
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デ
ア
は
感
覚
事
物
の
存
在
・
生
成
・
消
滅
の
原
因
と
し
て
導
入
さ
れ

現
象
を
救
う σῴ
ζειν τὰ φαινόµενα

役
割
を
担

て
お
り

イ

デ
ア
の
考
察
は
常
に
こ
の
現
象
の
場
面
に
戻

て
な
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る

そ
の
上
で
対
話
者
た
ち
は
イ
デ
ア
が
背
負
う
出

自
の
現
場
性
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
も

そ
の
何
で
あ
る
か
を
そ
れ
自
体
で
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

αὐτὰ τὰ ὅµοια

の
複
数
形
の
秘

密
は
イ
デ
ア
が
現
場
性
の
残
滓
を
宿
し
つ
つ

同
時
に
証
示
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ

た
の
だ

 

	

ⅱ

中
期
イ
デ
ア
論
と
後
期
イ
デ
ア
論
の
区
別
や
分
断
は
存
在
す
る
の
か

 

	

本
稿
はἰδέα, εἶδος
に
加
え
て
後
期
に
頻
出
す
るγένος

に
し
て
も
中
期
か
ら
後
期
に
イ
デ
ア
と
し
て
の
身
分
が
変
化
し
た
と
は
読
ま
な

い

論

の
変
化
に
関
し
て
む
し
ろ
注
意
す
べ
き
は

善

美

正
義

の
イ
デ
ア
の
探
究
の
継
続
性
と
そ
の
探
究
の
た
め
に

招
喚
さ
れ
る
イ
デ
ア
の
種
類
の
変
容
で
あ
る

中
期
に
お
い
て
は

主
と
し
て

大

小

等

が
感
覚
世
界
の
相
反
現
象
を
説
明

す
る
イ
デ
ア
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
導
入
さ
れ

そ
れ
と
の
類
比
や
そ
の
他
魅
力
に
富
む
比
喩
・
ミ

ト
ス
に
基
づ
い
て

善

美

正
義

の
あ
り
方
は
示
さ
れ
た

一
方

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

で
は

感
覚
的
事
態
で
は
な
く

諸
イ
デ
ア
間
の
相
反
関
係
を
現
象
化
す

る

似

不
似

な
ど
の
イ
デ
ア
に
関
心
が
移
動
し

イ
デ
ア
相
互
の
交
わ
り
合
い
の
あ
る
が
ま
ま
を
言
葉

ロ
ゴ
ス

で
表
現
す
る

訓
練
が

善

美

正
義

の

定
義 ὁρίζεσθαι

の
探
究
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
の
点
の
さ
ら
な
る
理
解
の
た
め
に

は

定
義

の
実
践
そ
れ
自
体
に

似

不
似

の
み
な
ら
ず

一

多

動

静

同

異

限

無
限

等
が
ど
う
関
わ
る
か
を

ソ
フ

ス
ト

政
治
家

ピ
レ
ボ
ス

等
で
展
開
さ
れ
る
後
期
デ

ア
レ
ク
テ

ケ

の
適
用
の
内
に

見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

 

	

ⅲ

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
執
筆
意
図
は
何
か

 

	

第
一
部
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

を
受
け
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
る
イ
デ
ア
論
批
判

移
行
部

で
の
忠
告

第
二
部
で
の

訓

練

の
実
践
と
い

た
対
話
篇
の
一
連
の
流
れ
を
支
配
す
る
の
は

現
状
無
知
だ
が
資
質

ピ

シ
ス

に
秀
で
た
若
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
へ
の
再
出
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発
と
い
う
モ
チ

フ
で
あ
る

イ
デ
ア
論
と
い
う
素
晴
ら
し
い
武
器
を
手
に
入
れ
た
と
信
じ
込
ん
で
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

大
衆
の
ド
ク

サ

δόξας 130e4

も
意
識
し
つ
つ

哲
学
の
本
丸
と
も
言
う
べ
き

善

美

正
義

の
定
義
に
乗
り
出
し
て
い
る

し
か
し
ゼ

ノ
ン
は

大
衆

οἱ πολλοί 136e1

に
不
明
な
こ
と
と
し
て

イ
デ
ア
の
交
じ
り
合
い
を

す
べ
て
を
通
じ
て
詳
細
に
記
述
し
彷
徨
す

る
こ
と
な
し
に
は

真
実
と
出
会

て
知
性
を
も
つ
こ
と ἐντυχόντα τῷ

 ἀληθεῖ νοῦν σχεῖν

は
不
可
能
だ

136e1-3

と
断
言
す
る

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

大
衆
が
役
に
立
た
な
い
お
喋
り
だ
と
思
う

δοκοῦσης 135d4

訓
練

に
励
ま
な
け
れ
ば

真
理 

ἡ ἀλήθεια 

は
逃
れ
て
し
ま
う

135d6

と
警
告
を
与
え
る

逆
に
言
え
ば

精
確
に
真
実
を
見
よ
う
と
す
る κυρίω

ς διόψεσθαι τὸ 

ἀληθές
136c4-5

な
ら

完
璧
に
訓
練
を
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

す
べ
て
を
通
じ
て
の
詳
細
な
記
述
と
彷
徨 τῆς διὰ 

πάντω
ν διεξόδου τε καὶ πλάνης

70

を
完
全
に

τελέω
ς 136c5

や
り
通
す
こ
と
が

元
来
部
分
で
し
か
な
い
状
況
の
中
に
埋
没
し

た
大
衆
の
ド
ク
サ
か
ら
離
れ
て

全
体
た
る
真
理
に
向
き
直
る
た
め
に
は
重
要
な
の
で
あ
る

 

	

移
行
部

の
狙
い
が

大
衆
の
ド
ク
サ
か
ら
真
理
へ
の

魂
の
向
け
変
え

を
意
識
し
た

エ
レ
ア
の
哲
学
者
た
ち
の
い
わ
ば

上

か
ら
目
線

cf. ὑπὲρ ἡµᾶς τοὺς ἄλλους 128b5-6

71

 

の

啓
蒙

的
忠
告
か
つ
激
励
に
行
き
着
く
な
ら

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

は

あ
た
か
も

義
父

の
立
場
か
ら

72

善
・
美
・
正
義
の
探
究
に
挑
む
若
者
を
新
た
な
探
究
の
道
へ
誘

て
い
る
よ
う
に
み
え
る

73

大
衆
す
ら
魅
了
す
る
ミ

ト
ス
・
比
喩
・
類
比
に
彩
ら
れ
た
中
期
対
話
篇
と
は
異
な
る

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
新
し
い
証
示
の
方
法

メ
ト
ド
ス

は

徹
底
し
た
批
判
を
通
じ
て
若
者
に
ま
と
わ
り
つ
く
ド
ク
サ
を
剥
奪
す
る
と
共
に

ド
ク
サ
と
現
象
の
根
底
に
横
た
わ

る
イ
デ
ア
の
本
然
の
あ
り
方
へ
と
向
き
合
わ
せ

哲
学
の
先
達
の
言
語
使
用

イ
デ
ア
か
ら
な
る
世
界
の
切
り
分
け
方

を
な
ぞ
ら

せ
る
仕
方
で
真
理
と
の
出
会
い
を
導
く
回
路
と
な
る

そ
う
し
て

対
話
篇
は
真
理
の
光
の
中
で
ヌ

ス
を
も

て
哲
学
の
道
を
再
度
歩

み
出
す
若
者
の
姿
を
範
例
化
す
る

作
者
の
執
筆
意
図
を
そ
こ
に
見
出
せ
れ
ば

そ
の
意
味
で

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

は
後
期
プ
ラ
ト
ン
哲

学
の
新
し
い
始
ま
り
を
告
げ
る
作
品

プ

レ

リ

ド

と
言
え
る
だ
ろ
う
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注	
1

 
最
も
影
響
力
の
あ

た
論
文
は
一
九
五
三
年
初
出
の

O
w

en 

(1986), 65-84

で
あ
る

 

2

移
行
部

の
重
要
性
に
つ
い
て
は

M
einw

ald (1991), 28; G
ill 

(1996), 50-62
参
照

 

3

 

藤
澤 (2014), 104-105:

プ
ラ
ト
ン
が

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

を

転
機
と
し
て

以
後
イ
デ
ア
論
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

な
い
の
は

プ
ラ
ト
ン
自
身
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
語
ら
せ
た
こ
の
エ

ピ
ロ

グ
だ
け
で
も
明
白
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う

強
調
は
藤
澤

 

4

 K
ahn (2013), 19-21

は
第
二
部
の

一

の
存
在
身
分
に
つ
い
て

１

プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア

２

一
性
／
一
つ
で
あ
る
と
い
う

性
質

３

一
つ
で
あ
る
も
の
す
べ
て

と
い
う
三
つ
の
可
能
性

に
言
及
す
る

 

5

 

但
し

第
二
部
でεἶδος

が149e7, 9, 158c6, 159e5, 160a1

と

五
回
登
場
す
る
の
に
対
し
て

第
一
部
・
移
行
部

五
一
回

ἰδέα

は157d8

に
一
回

第
一
部
・
移
行
部

六
回

γένος

は
皆
無

第

一
部
・
移
行
部

四
回

で
あ
る
点
も
注
目
に
値
す
る

一
般
に

εἶδος

とἰδέα

が
中
期
と
後
期
の
イ
デ
ア
論
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に

対
し

γένος

は
後
期
に
特
有
だ
か
ら
で
あ
る

但
し
田
中
伸
司
氏
か

ら

パ
イ
ド
ロ
ス

は
取
扱
注
意
と
の
指
摘
を
受
け
た

な
お

本

稿
で
は

イ
デ
ア

形
相

の
訳
語
を
区
別
せ
ず
用
い

イ
デ
ア
・

形
相
を

	
 

で
括
る
こ
と
が
あ
る

 

6

 

プ
ラ
ト
ン
著
作
群
の
初
期
・
中
期
・
後
期
の
グ
ル

プ
分
け
や
相

互
連
関
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は

早
瀬

2019

に
丹

念
な
調
査
と
詳
細
な
検
討
が
見
ら
れ
る

 

7

 

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
る
イ
デ
ア
論
批
判
は

①
イ
デ
ア
の
存
在
範

囲
を
巡
る
議
論

130b-e

②
全
体
と
部
分
か
ら
の
議
論

130e-131e

③

大

の
イ
デ
ア
の
無
限
進
行

132a-b

④
イ
デ
ア
を
思
念
と

す
る
困
難

132b-c

⑤

似

の
イ
デ
ア
の
無
限
進
行

132c-133a

⑥
イ
デ
ア
世
界
と
感
覚
世
界
の
分
断
に
よ
る
議
論

133a-134e

の

六
つ
か
ら
な
る

 

8

 

本
稿
で
は
第
六
批
判
の
内
容
の
検
討
考
察
は
行
わ
な
い

藤
澤

(2014), 97-103

松
浦 (2018), 92-110

高
橋 (2019), 47-50

参
照

 

9

パ
イ
ド
ン

100b-d

少
な
く
と
も

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
こ

の
箇
所
で
は

中
期
イ
デ
ア
論
が
後
期
対
話
篇
で
保
持
／
放
棄
さ
れ

て
い
る
か
は
話
題
に
な

て
お
ら
ず

イ
デ
ア
そ
れ
自
体
の
本
質
把

握

存
在
証
明
が
問
題
に
な

て
い
る

 

10

 

思
考
そ
れ
自
体
を

対
話

と
み
な
す

テ
ア
イ
テ
ト
ス

189e- 
190a

ソ
フ

ス
ト

264a-b

参
照

 

11

 

Ｔ
１
で

常
に

と
訳
し
たἀεί

135c1

は
イ
デ
ア
の
自
己
同

一
性
の

永
遠
性

を
指
す
と
も

イ
デ
ア
を
探
究
す
る
そ
の
都
度

の

毎
回
性

を
指
す
と
も
解
さ
れ
う
る

 
12

 ｢
対
話
の
力ἡ τοῦ διαλέγεθαι δύναµις

と
い
う
表
現
は

プ
ラ

ト
ン
対
話
篇
で
は
他
に

ポ
リ
テ
イ
ア

第
六
巻

511b3

第
七
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巻

532d8, 533a7, 537d5

と

ピ
レ
ボ
ス

57e7

に
認
め
ら
れ
る

が
G

ill (1996), 51-52 n.82

は

ポ
リ
テ
イ
ア

第
六
巻 509d-511e

や

ソ
フ

ス
ト

253b-e

と
は
異
な
る
仕
方
で
特
徴
づ
け
ら
れ
た

デ

ア
レ
ク
テ

ケ

と
み
な
し

第
二
部
の
訓
練
が
そ
の
例
で
あ

る
と
考
え
て
い
る

 

13

 τούτω
ν

135c6
の
訳
は

G
ill (1996), 138: “these difficulties”; 

B
risson (2011), 110: “ces questions”; Scolnicov (2003), 74: 

“these issues”; C
ornford (1939), 102: “the answ

ers to these 

questions”

に
賛
成
し

A
llen (1997), 15: “these things”: H

erm
ann 

(2010), 99: “these things”

イ
デ
ア

に
は
従
わ
な
い

 

14

 

テ
キ
ス
ト
に
は
定
義
活
動
の
対
象
と
し
て

三
つ
に
加
え
て

諸

形
相
の
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つἓν ἕκαστον τῶ
ν εἰδῶ

ν
135c9-d1

と
あ
り

プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
で
議
論
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
イ
デ
ア

を
含
め
て
よ
い
が

こ
れ
ら
三
つ
が
特
別
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
疑

い
得
な
い

 

15

 ｢

そ
の
点

第
一
の
条
件

に
加
え
て

次
の
こ
と

第
二
の
条

件

も
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い

135e8-9

は
明
確
に
条
件
が
二
つ

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

二
つ
の
条
件
に
つ
い
て
はC

herniss (1932), 
129; C

ornford (1939), 105-106

参
照

 

16

二

Ｃ

Ｄ

の
⑤

⑧
は

一

の
構
造
と
平
行
関
係

に
あ
る
と
仮
定
し
て
整
理
し
た

 

17

 οὐκ εἴας
135e1

と
の
対
比
で
意
味
上ἐκέλευες

の
含
み
を
も

た
せ
る

C
f. LSJ (1996), 466: ἐάω

, I. 2. 

18

 M
iller (1986), 202-203 n.53. G

uthrie (1978), 52 n.2

は
①
の
支

持
者
と
し
てC

ornford

の
他
にTaylor, R

uncim
an

を
挙
げ
て
そ
の

解
釈
を
批
判
し

②
を
主
張
し
て
い
る

 

19

 M
iller (1986), 202-203 n.53

は
別
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て

第
二
部
で
感
覚
対
象
が
実
際
に
議
論
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い

る
が

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節

四

注

59

参
照

 

20

 

さ
ら
にἀγαµένους

130a7
, ἄγασθαι

131b1

と ἠγάθην
135e1

の
呼
応
に
も
注
意

 

21

 

こ
の
一
文
に
つ
い
て
は

通
常
の
訳

例
え
ば
田
中 (1975), 12

こ
の
問
題
に
関
連
す
る
あ
な
た

ゼ
ノ
ン

の
お
仕
事
も
た
い
へ

ん
大
胆
な
試
み
だ
と
考
え
ま
す

に
は
従
わ
な
いπεπραγµατεῦσθαι

129e4

は
中
動
相
で

そ
の
意
味
上
の
主
語
は

本
来
明
示
さ
れ

る
べ
き

ゼ
ノ
ン

受
動
相
で
も
動
作
主
と
し
て
明
示
さ
る
べ

き

で
は
な
く

文
全
体
の
主
語
と
同
じ

ソ
ク
ラ
テ
ス

で
あ
り

彼
の
こ
れ
ま
で
の
イ
デ
ア
を
め
ぐ
る
探
究
活
動

cf. εἰς ἃ νυνδὴ 
ἐλέγοµεν εἴδη ἔχειν, περὶ ἐκεῖνα πραγµατευόµενος διατρίβω

 

130d8-9

を
意
味
す
る
と
解
す
る

類
似
し
た
文
と
し
て

ク
ラ
テ

ロ
ス

421c1-2

参
照

デ

ア
レ
ク
テ

ケ

の
試
み
は
ま
た

πραγµατεία

と
も
呼
ば
れ
て
い
る

136c6
πεπραγµατεῦσθαι

を

中
動
相
に
と
る
の
は

C
ornford (1939), 70; A

llen (1997), 7; 

Scolnicov (2003), 50; H
erm

ann (2010), 83

受
動
相
に
と
る
の
は

G
ill (1996), 130

 

22

 

こ
のπλάνη

の
使
用
は
史
的
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
詩
を
想
起
さ
せ
る



40   

効
果
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

πλάττονται D
K

 B
6.5; πλακτὸν νόον 

6.6; ἐπλάχθησαν 8.28; πεπλανηµένοι 8.54

ソ
フ

ス
ト

245e5
も
参
照

136e2

のπλάνη

に
つ
い
て
は
注

70

を
見
よ

 
23

 M
iller (1986), 228 n.13. 

24

 C
f. C

ornford (1939), 104 “discourse”; A
llen (1997), 15: 

“rational account”; Scolnicov (2003), 75, M
cC

abe (1996), 17: 
“argum

ent.” 
田
中 (1975), 31

は

言
論

論
理

と
訳
す

 

25

 C
f. G

ill &
 R

yan (1996), 139: “reason”; B
risson (2011), 111: 

“raison.” 

26

 LSJ (1996), 1056

はλογισµός

をI-1 counting, calculation, I-2 
account, reckoning, II-1

w
ithout reference to num

ber
calculation, 

reasoning, II-2 reason, argum
ent, III reasoning pow

er

の
順
で
説
明

す
る

λογισµὸς ... λογισθεὶς

テ

マ
イ
オ
ス

34a8-b1
 

27

 K
ahn (2013), 144-147

は

ソ
フ

ス
ト

の
考
察
に
よ
りgenos

とeidos

が
デ

ア
レ
ク
テ

ケ

の
対
象
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る

 

28

 

管
見
す
る
限
り

M
cC

abe (1996), 17, 19

の
み
が

当
該
箇
所

を

議
論
に
よ
る
把
握
が
あ
る
場
合
に

イ
デ
ア
が
存
在
す
る
と
考

え
る

と
解
し

εἶναι

を

存
在

と
み
な
す

 

29

 G
ill (1996), 52-53, 53 nn. 85-86. 

30

 G
ill (1996), 52: “Socrates challenged him

 [Zeno] to display 
the sam

e difficulty in the case of things that are grasped by 
reasoning, w

hich he called form
s”

と
い
う
Ｔ
４
の
パ
ラ
フ
レ

ズ
参

照

 

31

 

同
様
の
指
摘
を
二
〇
一
八
年
三
月
に
福
岡
市
で
開
か
れ
た
会
合
の

席
で
荻
原
理
氏
か
ら
受
け
た

M
cC

abe (1996), 16-21

も

第
一
部

が
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
存
在
論
的
コ
ミ

ト
メ
ン
ト
が
は

き
り
し
て
い

る
の
に
対
し
て

抽
象
的
思
考
実
験
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
第
二
部
は

存
在
論
的
コ
ミ

ト
メ
ン
ト
か
ら
自
由
だ
と
論
ず
る

 

32

 

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
存
在
論
的
コ
ミ

ト
メ
ン
ト
を
さ
せ
な
い
工
夫

と
い
う
解
釈
も
賞
賛
の
文
脈
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

第
二
部

で

一

が
感
覚
可
能
な
も
の
と
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
事
実
を
理
解

し
や
す
く
す
る
工
夫
だ
が

こ
れ
に
つ
い
て
注

59

参
照

 

33

 K
ahn

2013

は
三
度

2, 20, 32

こ
の
箇
所
の
重
要
性
を
指

摘
す
る
が

余
剰

的
表
現
の
哲
学
的
意
味
を
解
説
し
て
い
な
い

 

34

 

そ
の
意
味
で
こ
の
箇
所
の

εἶναι

は

identity

と
い
う
よ
り

identification

を
表
す
と
言
え
る

cf. A
llen [1971], 170-171

類

似
し
た

思
考

形
態
が

メ
ノ
ン

77d7-e1

で
問
題
に
な

て
い
る
と
解
釈
し
た

栗
原

2013

第
四
章
を
参
照

 

35

 καί

のepexegetical

な
用
法
に
つ
い
て
は

Sm
yth (1984), 650, 

§2869a

参
照

 

36

 

上
記
注

10

参
照

 

37

 

田
坂 (2007), 104 ff. 

が

テ
ア
イ
テ
ト
ス

第
一
部

最
後
の

反
駁

184b-187a

の
解
釈
の
中
で
打
ち
出
し
た

対
象
把
握

の
理
解
を
参
照
さ
れ
た
い

テ
ア
イ
テ
ト
ス

が

パ
ル
メ
ニ
デ

ス

を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て

田
坂
の
研
究
も

踏
ま
え
て
さ
ら
にτὰ κοινά

185e1

の
存
在
身
分
の
考
察
が
必
要
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に
な
る

ま
た

自
己
内
対
話
に
よ
る
対
象
把
握
を
例
示
す
る

ピ

レ
ボ
ス

38b12-e8

に
つ
い
て
は

栗
原 (2013), 234-237

参
照

 
38

 
第
一
部
で
イ
デ
ア
の
離
在
と
超
越
の
理
解
の
仕
方
が
批
判
の
的
に

な

て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

超
越

の
意
味
に
つ
い
て

は

松
永

1993

第
五
章

納
富

2015

を
参
照
す
べ
き
で
あ

る

 

39

 A
llen (1997), 99

とG
ill (1996), 18

は
狭
く129d-130a

を

“Socrates’ C
hallenge”

と
呼
ぶ
が

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ゼ
ノ
ン
と
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
を
セ

ト
で
考
え
て
い
る

128a4-b6; διήλθετε 130a1

の

で

ゼ
ノ
ン
批
判
を
含
め
て

挑
戦

と
み
な
す

 

40

 

プ
ロ
ク
ロ
ス

C
ousin 694

に
よ
れ
ば

ゼ
ノ
ン
の
本
は
四
〇

の
議
論

λόγοι

か
ら
な
る

シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
は
議
論
が
い
ず
れ

も
多
が
あ
る
こ
と
を
語
る
者
に
反
対
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
帰
結
す

る
こ
と
を
導
き

多
が
な
い
こ
と
を
論
ず
る
と
し

D
K

 B
2

そ
の

主
題
と
し
て
大
／
小

B
2

限
／
無
限

B
3

に
言
及
す
る

な

お

パ
イ
ド
ロ
ス

261d

は
似
／
不
似

一
／
多

静
／
動
に
言
及

す
る

C
f. A

llen (1997), 79. 

41

 C
f. C

ornford (1939), 70. 

特
に

パ
イ
ド
ン

篇
の
イ
デ
ア
論

で
あ
る

cf. Scolnicov [2003], 48
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中
畑 (2018), 3-35

参
照

特
に

感
覚
事
物
の
関
係
性

条
件

的
性
格

に
つ
い
て
は17-20

を

イ
デ
ア
の
基
準
・
尺
度
と
し
て
の

役
割

規
範
性

に
つ
い
て
は27-32

を
参
照

あ
る

の
二
用
法

に
つ
い
て
は

K
ahn (2013), 6, 8-13

参
照
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 ὧ
ν

129d6; B
T

写
本

の
先
行
詞
は
田
中 (1975), 12

や

H
erm

ann (2010), 60, 83

と
共
に

石
や
木
材
な
ど
そ
の
よ
う
な

感

覚

事
物

cf. d3-4

と
み
な
し

χω
ρὶς

の
目
的
語
と
解
す
る

A
llen (1997), 7

は
先
行
詞
を

形
相

と
す
る

G
ill (1996), 130

は

感
覚
事
物

だ
が

属
格
を

の
形
相

とτὰ εἴδη

に
掛
け

る

こ
う
し
た
読
解
は

第
一
段
階
のδιαιρῆται

cf. διῄρησαι 130b2

と
第
二
段
階
のδιακρίνεσθαι

の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
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 A
llen (1997), 101

と
共
にἐν ἑαυτοῖς ταῦτα

129e3

は

相

反
す
る
イ
デ
ア
は
そ
れ
ら
自
身
の
内
で

と
と
る

pace C
ornford 

[1939], 70 n.1

例
え
ば

C
ornford (1939), 71

の
よ
う
に

ソ

フ

ス
ト

251c ff.

と
同
じ
仕
方
で
様
々
な
イ
デ
ア
の
結
合
が
問
題

化
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
な
い

だ
か
ら
と
い

て

相
反
す
る
イ

デ
ア
の
考
察
の
際
に

他
の
イ
デ
ア
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
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第

Ⅰ

節

三

で
見
た
よ
う
に

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
訓
練
の
対

象
と
し
て

多

一

に
次
い
で

似

不
似

動

静

生
成

消
滅

あ
る

な
い

を
列
挙
す
る
の
も

Ｔ

６
の
後
半
で
主
題
化
さ
れ
た
反
対
の
イ
デ
ア
の
関
係
を
考
察
す
る
こ

と
を
通
じ
て

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
挑
戦

へ
応
え
る
こ
と
を
意
図
し
て

で
あ
る

他
方

Ｔ
６
の
前
半
の
感
覚
事
物
と
イ
デ
ア
の
関
係
に
つ

い
て
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
第
一
部
の
イ
デ
ア
論
批
判
で
応
答
し
て

い
る
と
言
え
る

 

46

 

こ
の
語
の
使
用
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

で
は
以
上
の
九
回
だ
け
で
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他
に
な
い

Ｔ
Ｌ
Ｇ
に
よ
れ
ば

プ
ラ
ト
ン
全
著
作
中

偽
作
も
含

む

で
一
二
二
回
使
用
さ
れ
て
い
る
が

能
動
形
は
そ
の
内
六
四
回

で
あ
る

こ
の
箇
所
ほ
ど
集
中
的
な
使
用
は
な
い
と
い
う
事
実
は

こ
こ
で
の

証
示

が
特
別
の
哲
学
的
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
測
さ
せ
る

因
み
に

LSJ (1996), 225 

に
意
味
は

I. show
 

forth, display; II. 1. m
ake know

n, declare; 2-a. show
 by reasoning, 

prove c. part.; b. represent, proclaim
; 3. c. acc. et inf. m

ake plain 

that …

以
下
略

と
あ
る
が

こ
の
箇
所
のἀποφαίνειν

は
分
詞
を

取
る

省
略
を
含
め
て

用
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
も

基
本
的
にII. 2-a.

を
意
味
す
る
だ
ろ
う
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① ἀποδείξει
129b7

感
覚
事
物
が
分
有
に
よ
り
一
に
し
て

多
で
あ
る
こ
と
の
証
示
と
対
比
し
て

一

の
イ
デ
ア
が
多
で
あ
る

こ
と
と

多

の
イ
デ
ア
が
一
で
あ
る
こ
と
の
論
証
を
並
べ
て
い
る

た
め

証
示
の
言
い
換
え

② ἀποδείξει
129c4

私

が
一

に
し
て
多
で
あ
る
こ
と
の
論
証
の
部
分
と
し
て
多
で
あ
る
こ
と
の
証

示

と
一
で
あ
る
こ
と
の
証
示

両
方
が
真
で
あ
る
こ
と
の
証
示
が

語
ら
れ
る

③ ἀποδεικνύναι
129d4

同
じ
感
覚
物
が
多
に
し

て
一
で
あ
る
こ
と
の
証
示
の
言
い
換
え

④ ἐπιδεῖξαι
130a2

形
相
が
反
対
性
質
を
許
容
す
る
こ
と
の
証
明
は
証
示
の
言
い
換
え
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 C
f. C

ornford (1939), 78-80. 

49

 ｢

凌
駕
す
る｣

が

大
き
い

を
説
明
す
る
側
で
あ
る
こ
と
は
既
に

パ
イ
ド
ン

96e3-4

で
同
意
さ
れ
て
い
る

イ
デ
ア
論
で
は

Ｔ

８
に
あ
る
よ
う
に

個
別
的
関
係
で
あ
る

パ
イ
ド
ン
の
内
在
形
相

大
１

>  

シ
ミ
ア
ス
の
内
在
形
相

小
１

と

シ
ミ
ア
ス
の
内

在
形
相

大
２

>  

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
内
在
形
相

小
２

が
成
立
し

て
い
る
と
き

大
１

と

大
２

そ
し
て

小
１

と

小
２

は
異
な
る
が

二
つ
の
関
係
性

>

を
成
立
さ
せ
て
い
る
自
己
同
一

な
る

大

の
イ
デ
ア
が

個
別
性
か
ら
離
れ
て

大
１

大
２

と
は
別
に
自
体
的
に
存
在
す
る
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さ
ら
に
言
え
ば

Ｔ
７
の
例
は
作
者
か
ら
読
者
に
対
す
る
証
示
に

も
な

て
い
る
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こ
う
し
た
異
様
な
表
現
に
つ
い
て
は

プ
ラ
ト
ン
著
作
群
で
は
他

にαὐτὰ τὰ ἴσα

パ
イ
ド
ン

74c1

が
あ
る

こ
の
表
現
に
つ
い

て
は
栗
原 (2013), 131-147

で
二
種
類
の

現
わ
れ

経
験

感
覚

判
断
と
学
習

に
注
目
し
て
主
題
的
に
論
じ
た
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 C
ornford (1939), 70: “Things defined as just sim

ply ‘alike’, 

‘one’, etc., and nothing else.” C
ornford

は
同
じ
身
分
と
み
な
す

パ

イ
ド
ン

74c1

のαὐτὰ τὰ ἴσα

に
つ
い
て
は

“quantities of w
hich 

nothing is asserted except that they are sim
ply ‘equal’”

71, cf. 75

と
説
明
す
る

そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
が

例
え
ば

眼
前
の
リ

ン
ゴ
の
三
個
と
ミ
カ
ン
の
三
個
は

等
し
い

が

そ
の

等
し
さ

は
数
が
等
し
い
リ
ン
ゴ
で
も
ミ
カ
ン
で
も
な
い
し

等
し
さ

の

イ
デ
ア
で
も
な
い

と
い

た
こ
と
だ
ろ
う
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単
にτὰ πολλά

129b7, d5

と
の
み
表
現
さ
れ
る

多

の
イ

デ
ア
に
つ
い
て
も

厳
密
に
はαὐτὰ τὰ πολλά

と
複
数
表
現
と
な
る

は
ず
だ
が

対
話
者
は
こ
の
点
に
無
頓
着
で
あ
る

C
f. A

llen (1997), 
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89 n.14. 
54

挑
戦

に
お
け
る
個
物
の
証
示
と
イ
デ
ア
の
証
示
の
対
比
の
意

識
はµὲν ... δέ …

129b1, 3; c2, 4

や οὐ ... ἀλλἀ ...
b4, 5, 6; d5, 

6

の
構
文
に
よ
り
明
白
で
あ
る

 

55

 

こ
の
点
が
イ
デ
ア
論
の
新
た
な
課
題
と
な
る
こ
と
は130d-e

で

示
唆
さ
れ
る
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こ
の
作
業
は
Ｔ
６
の
第
一
段
階
で
あ
るἐὰν δέ τις ὧ

ν νυνδὴ ἐγὼ
 

ἔλεγον πρῶ
τον µὲν διαιρῆται χω

ρὶς αὐτὰ καθ᾽ αὐτὰ τὰ εἴδη

129d6-8

と
合
致
す
る
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 Sedley (2007), 82-84

は
複
数
形
の
理
由
を

パ
イ
ド
ン

の

等

を
考
察
す
る
中
で

似

が

複
数
の
も
の
が
互
い
に
似

て
い
る
こ
と
が
何
で
あ
る
か

を
意
味
す
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
る

な
お

パ
イ
ド
ン

のαὐτὰ τὰ ἴσα
74c1
の
複
数
形
を
感
覚
事
物

か
ら
イ
デ
ア
へ
と
注
意
を
向
け
変
え
る
こ
と
で
説
明
す
る
試
み
は

O
w

en (1986), 230-231

初
出
は
一
九
六
八
年

ま
で
遡
り

最
近

で
はTuozzo (2018), 13-14

に
見
ら
れ
る
が

等

の
現
わ
れ
が

端
的
な
学
び

知
識
の
習
得

で
あ
る
点
は
気
づ
か
れ
て
い
な
い

栗
原

2013

第
５
章
・
補
論
参
照

他
方

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
場
合
は

証
示
の
文
脈
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
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個
人
の
場
合
は

思
考
の
対
話
性
を
前
提
と
す
る

注

10

36

参
照

 

59

 

こ
う
解
釈
す
る
と

第
二
部
の
考
察
対
象
の
中
に
感
覚
事
物
が
含

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

G
ill (1996), 53 n.86

に
従
え
ば

145b-e, 151e-155c, 155d

理
由
も

感
覚
経
験
を
構
成
す
る
イ

デ
ア
が
ロ
ゴ
ス
の
対
象
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
説

明
で
き
る

K
ahn (2013), 20

は

一

が
感
覚
の
対
象
で
あ
る
可
能

性

155d6

に
つ
い
て

そ
れ
で
も
決
し
て
色
や
に
お
い
な
ど
の
感

覚
性
質
や
温
冷
湿
乾
な
ど
の
質
を
問
題
に
し
て
お
ら
ず

自
然
世
界

の
時
空
存
在
の
た
め
の
概
念
枠
組
を
提
供
し
て
い
る
点
で
ロ
ゴ
ス
の

対
象
と
み
な
し
て
い
る

M
iller (1986), 202-203 n.53

参
照
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高
橋 (2019), 63-66

は

パ
イ
ド
ロ
ス

276a

の

魂
の
中
に

書
き
込
ま
れ
る
言
葉

を

イ
デ
ア
を
代
表
す
る

理
こ
と
わ
り

と
し
て
の

言
葉

と
し

探
求
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
出
合
う
の
は
代
理
だ

け
で
あ
る

か
ら

た
だ

あ
る

だ
け
の
イ
デ
ア
を
代
理
し

語

る
言
語
が

問
答
法

を
通
じ
て

吟
味

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と
述
べ
て

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

第
二
部
を
そ
の
実
践
と
み
な

し
て
い
る

 

61

 

そ
の
意
味
で
第
二
部
の
考
察
に
抽
象
化

abstraction

に
よ
る

抽
象
的
思
考
実
験
の
要
素
を
読
み
取
るM

cC
abe (1996), 19-20

や

K
ahn (2013), 27-30, 32

を
評
価
し
た
い
が

M
cC

abe

の
見
解
に
反

し

感
覚
と
思
考
の
ロ
ゴ
ス
的
連
関
を
見
て
取
る
本
稿
の
読
解
は

無
論

存
在
論
的
コ
ミ

ト
メ
ン
ト
か
ら
自
由
で
は
な
い
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個
別
具
体
的
な
状
況
の
う
ち
に
存
在
す
る
内
在
形
相
で
す
ら

状

況
が
変
化
し
て
反
対
の
形
相
が
迫

て
く
る
と

そ
の
場
を
譲
り
渡

し
て
立
ち
去

て
し
ま
う
か

そ
こ
で
滅
ん
で
し
ま
う
か
す
る

パ

イ
ド
ン

102d-103a

ま
し
て
い
わ
ん
や
イ
デ
ア
の
場
合

反
対
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の
イ
デ
ア
が
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
る
わ
け
が
な
い

と
い
う
推
理
で

あ
る

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は

栗
原 (2015), 144-145

参
照

ま

た

パ
イ
ド
ン

103a-c

に
挿
入
さ
れ
た
反
対
性
を
め
ぐ
る
印
象
的

な
対
話
を
参
照
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 ὑπερέχειν / ὑπερέχεσθαι

に
よ
る

大

小

の
定
義
に
つ
い

て
は

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

150c-e 

参
照

ま
た

大

小

と

同
じ
扱
い
を
受
け
る

等
し
さ

に
つ
い
て
は

パ
イ
ド
ン

で

知
識
の
所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
る

ἐπιστάµεθα αὐτὸ ὃ ἔστιν [sc. 
ἴσον] 74b2

栗
原 (2013), 111-129

参
照

ポ
リ
テ
イ
ア

の

三
本
の
指

の
大
小
比
較

523c-524d

も
参
照

大

小

等

に
つ
い
て
は

意
見
の
対
立
が
生
じ
て
も

そ
れ
に
よ

て

測
れ
ば
対
立
が
解
消
さ
れ
る

共
通
の
尺
度
の
把
握
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る

エ
ウ
テ

プ
ロ
ン

7b-d
参
照
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パ
ル
メ
ニ
デ
ス

で
の

似

不
似

の
説
明
に
つ
い
て
は

139e-140b, 147c-148d

参
照

そ
こ
で
は
①

同

を
蒙

た
も

の
は

似

 τὸ ταὐτόν ... πεπονθὸς ὅµοιον
139e8, cf. 148a3

異

を
蒙

た
も
の
は

不
似

 Τό …
 ἕτερον πεπονθὸς …

 

ἀνόµοιον
140a7-8

②

似

と

不
似

は
反
対τό ... ὅµοιον 

τῷ
 ἀνοµοίῳ

 ἐναντίον
148a6-7

同

と

異

は
反
対 

τὸ ἕτερον τῷ
 ταὐτῷ

 [sc. ἐναντίον]
a7

し
た
が

て

③

似

の
定
義
と
し
て

同

を
蒙

た
も
の

不
似

の
定
義
と
し

て

異

を
蒙

た
も
の

が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

し
か
し

同

異

の
定
義
が
不
明
な
ら

似

と

不
似

の
本
性
が
判
明
し
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
し

ま
た

作
用
を
蒙

る
こ
と

πάσχειν

と
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と

ποιεῖν

が
反
対
で
あ

る
限
り

作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

て

同

と

異

を

似

と

不
似

で
定
義
す
る
こ
と

同

は

似

に
作
用
を
及
ぼ
す
も
の

異

は

不
似

に
作
用
を
及

ぼ
す
も
の

も
可
能
で
あ
り

そ
の
場
合
は
一
種
の
循
環
定
義
と

な

て

論
理
的
に
は
ど
れ
が
基
本
的
か
を
決
定
で
き
な
い
だ
ろ
う

後
期
プ
ラ
ト
ン
に
と

て

似

不
似

は
根
本
的
な
問
題
と
し

て
残

て
い
る
と
思
わ
れ
る

 

65

一

と

多

の
関
係
を
め
ぐ
る
不
知
に
つ
い
て
は

ソ
フ

ス
ト

251a-c

ピ
レ
ボ
ス

14c-e

参
照

C
f. C

ornford (1939), 

72-74. 

66

 

哲
学
の
始
ま
り
と
し
て
の

驚
き

に
つ
い
て
は

テ
ア
イ
テ

ト
ス

155d2-4

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

形
而
上
学

982b12-13

参
照

挑
戦

中
の

驚
き

関
連
の
表
現
と
し
てτέρας 129b2; ἄτοπον 

b4; θαυµάσοµαι c1; θαυµάζειν c3; θαυµαστόν c4, d5; ἀγαίµην ... 
θαυµστῶ

ς e3; ἀγασθείην e5

が
あ
る

こ
の
箇
所
の

驚
き

の
意

義
に
つ
い
て
は

Scolnicov (2003), 51

参
照
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例
え
ば

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明

22e, 29b

饗
宴

204a

ソ
フ

ス
ト

229b-230a

参
照
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ソ
ク
ラ
テ
ス
を
こ
う
断
罪
し
て
し
ま
う
の
も
酷
か
も
し
れ
な
い

彼
は
自
ら
の
至
ら
な
さ
に
何
ら
か
気
づ
き
な
が
ら

自
己
自
身
と
向

き
合
う
こ
と
を
逃
避
し
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
るcf. 130d5-9
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69
 H

erm
ann (2010), 83 n.16

は

分
離

を
第
二
部
の
第
一

四

六

八
議
論

混
合

を
第
二

三

五

七
議
論
に
割
り
振

て
い
る

 

70

 

田
中 (1975), 157

は
こ
のπλάνη

を
パ
ラ
ド
ク
ス
を
意
味
す
る

135e2

のπλάνη
と
対
比
さ
せ

自
由
な
遍
歴

あ
る
い
は
彷
徨
な

ど
の

よ
い
意
味

で
と
る
が

第
二
部
で
主
題
と
な
る

一

多

等
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
そ
の
解
明
を
意
味
す
る
点
で
基
本
的
に
違
い
は

な
い
と
思
わ
れ
る

重
要
な
の
は

そ
の
探
究
が
訓
練
と
し
て

す

べ
て
を
通
し
て

網
羅
的
に
行
わ
れ

偏
食

に
な

て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
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ソ
フ

ス
ト

216c6-7: 
οἱ 

µὴ 
πλαστῶ

ς 
ἀλλ᾽ 

ὄντω
ς 

φιλόσοφοι, καθορῶ
ντες ὑψόθεν τὸν τῶ

ν κάτω
 βίον; 243a7-8: 

λίαν τῶ
ν πολλῶ

ν ἡµῶ
ν ὑπεριδόντες ὠ

λιγώ
ρησαν

参
照

後
者
と
の

結
び
付
き
は
納
富
信
留
氏
か
ら
教
え
ら
れ
た
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初
期
・
中
期
対
話
篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
哲
学
探
究
の

生
み
の
親

と
す
る
な
ら
ば

で
あ
る
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ポ
リ
テ
イ
ア

と
の
関
係
や
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ア
カ
デ

メ
イ
ア
の
若
者
と
の
関
係
な
ど

パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
執
筆
意
図

を
め
ぐ
る
示
唆
に
富
ん
だ
考
察
と
し
てM

iller (1986), 18-25, 65-67

参
照
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