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対
話
と
真
理

-

1

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
理
論
的
前
提
ー
ー

寺

田

イ変

長日

哲
学
的
対
話
の
方
法
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
多
彩
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
形

態
も
、
テ

l
マ
も
、
目
的
も
、

一
週
間
合
宿
し
て
純
粋
に
哲
学
的
対
話
を
楽
し
む
も
の
か
ら
、
倫
理
学
の
授
業
、
成
人
教
育
、
企
業
の

管
理
職
の
研
修
、
刑
務
所
で
の
受
刑
者
の
対
話
に
至
る
ま
で
、
実
に
ー
多
様
で
あ
る
。
二

O
世
紀
の
初
め
に
カ
ン
ト
主
義
者
の
レ
オ
ナ
ル

ト
・
ネ
ル
ゾ
ン
が
実
践
し
て
い
た
哲
学
教
育
の
方
法
が
、
今
日
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
の
、

し
か
も
多
様
な
関
心
を
集
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

リ
尚
斗
品
、

1
1
l
 

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
、
哲
学
的
対
話
法
と
し
て
の
可
能
性
を
感
じ
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理

論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
後
で
簡
単
に
紹
介
す
る
よ

う
に
、
独
特
の
規
則
と
手
順
に
従
っ
て
進
行
す
る
。
最
初
に
参
加
し
て
ま
ず
印
象
に
残
る
の
は
、
こ
の
規
則
と
手
順
で
あ
る
。
他
方
、
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規
則
と
手
順
は
か
な
り
整
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
対
話
は
し
ば
し
ば
紛
糾
す
る
。
参
加
者
が
「
自
分
達
は
い
っ
た
い
何
を

し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
何
の
結
論
も
得
な
い
ま
ま
、
時
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間
切
れ
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
当
然
参
加
者
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ

ー
グ
が
こ
の
よ
う
な
対
話
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
根
拠
は
何
か
?
何
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
こ
の
対
話
の
プ
ロ
セ
ス
が
採
用
さ
れ

て
い
る
の
か
?

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
実
践
の
理
論
的
前
提
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
目
様
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ィ

ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
日
本
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
役
立
つ
と
と
も
に
、

一
般
に
、
哲
学
の
方
法
と
し
て
の
対
話

に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
一
助
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
理
論
的
前
提
の
問
題

(1) 

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
基
本
的
な
進
行
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
で
あ
る
。
六

1
十
二
人
の
グ
ル
ー
プ
で
、
ま
ず
、
テ
l

マ
と
な
る
一
般
的
な
聞
い

(
た
と
え
ば
「
責
任
あ
る
行
動
と
は
何
か
?
」
)
に
則
し
た
具
体
例
を
参
加
者
の
経
験
か
ら
選
ぴ
、
そ
の
例

に
つ
い
て
下
さ
れ
る
判
断
に
つ
い
て
の
合
意
を
得
る
よ
う
努
め
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
判
断
の
根
底
に
あ
る
原
理
、
確
信
、
価
値
観
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
テ
ー
マ
と
な
る
聞
い
に
普
遍
性
を
も
っ
た
答
え
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
求
め
ら
れ
る
心
構
え
は
、
対
話
の
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
参
加
す
る
こ
と
、
積
極
的
に
対
話
に
参
加
し
、

明
確
に
意
見
を

述
べ
、
長
々
と
演
説
せ
ず
、
他
の
参
加
者
に
よ
く
耳
を
傾
け
、

理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
協
力
し
て
答
え
を
得
ょ
う
と
努
め
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
遵
守
さ
れ
る
べ
き
規
則
は
、
何
ら
か
の
権
威
に
基
づ
く
意
見
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
、

ど
グ〉

段
階
に
あ
っ
て
も
参
加
者
の
合
意
が
最
優
先
さ
れ
る
こ
と
、
提
出
さ
れ
る
意
見
、
推
察
、
疑
問
の
理
由
を
示
す
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

進
行
役
(
フ
ア
シ
リ
テ
l
タ
)
は
い
る
が
、
対
話
の
内
容
に
は
直
接
関
与
せ
ず
、
対
話
の
進
行
の
み
に
注
意
を
払
い
、

グ
ル
ー
プ
が



で
き
る
だ
け
生
産
的
な
成
果
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
対
話
を
制
御
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
目
標
と
手
段
に
つ
い
て
、
「
根
拠
を
共
同
で
吟
味
す
る
こ
と
に

(2) 

よ
っ
て
一
つ
の
聞
い
に
含
ま
れ
て
い
る
真
理
に
近
づ
く
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
合
意
を
得
た
判
断
の
根
底
に
あ
る
原
理
、

グ
ス
タ
フ
・
へ
ッ
ク
マ
ン
は
、

確
信
、
価
値
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
の
は
、
誤

っ
た
先
入
観
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
の
先
入
観
に
気
づ
く
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
が
、

し
か
し
、

そ
れ
が
そ

の
ま
ま
真
理
へ
の
道
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
t

を
実
践
す
る
人
々
は
、
必
ず
し
も
真
理
の

探
究
を
目
標
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
な
問
題
の
解
決
、
自
律
的
な
思
考
の
漏
養
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
法
の
訓
練
、

対話と真理

民
主
的
市
民
の
育
成
な
ど
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
効
用
」
が
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
が
広
く
実
践
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
効
用
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
時
、
創
始
者
の
ネ
ル
ゾ
ン
が
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

ネ
ル
ゾ
ン
の
名
は
よ
く
出
て
く
る
も
の
の

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
実
践
と
、
不
ル
ゾ
ン
の
哲
学
の
内
的
連
関
に
つ
い
て
論

及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
創
始
者
が
ネ
ル
ゾ
ン
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ネ
ル
ゾ
ン
の

哲
学
に
何
ら
か
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ

ー
グ
の
関
係
を
主
題
的
に
論
じ
る
論
考
の
な
か
に
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
本
質
的
な
理
論
的
関

係
を
否
定
す
る
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば

レ
l
メ
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
実
践
に
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
認
識
の
は
た
ら
き
と
合
意
形
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成
の
討
議
的
・
論
議
的
プ
ロ
セ
ス
と
の
結
び
つ
き
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
認
識
概
念
の
な
か
に
も
、
抽
象
の
遡
及
的
方
法
の
な
か
に
も
、
体
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(
3
)
 

系
的
な
住
置
を
も
っ
て
い
な
い
。
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
ネ
ル
ゾ
ン
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
を
、
独
自
の
哲
学
の
方
法
た
る
「
抽
象

の
遡
及
的
方
法
(
詰
唱
。
∞
位
認
冨

2zr骨
吋
〉
σ巳
E}注
目
。
ロ
)
」
を
伝
授
す
る
哲
学
教
育
の
方
法
と
し
て
構
想
し
た
の
に
対
し
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
的
方
法
を
継
承
し
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
形
を
整
え
そ
の
普
及
に
尽
力
し
た
弟
子
の
へ
ッ
ク
マ
ン
は
、
ネ
ル

ゾ
ン
の
教
育
法
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
を
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
一
つ
の
応
用
と
見
な

L
、
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
可
能
性
を
も
っ
と
広
く
捉
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
一
般
的
概
念

(4) 

は
、
私
が
定
義
し
た
よ
う
に
、
授
業
以
上
の
も
の
を
含
む
己
そ
し
て
、
ネ
ル
ゾ
ン
が
学
と
し
て
の
哲
学
の
方
法
論
を
確
立
し
よ
う
と

へ
ッ
ク
マ
ン
は
、
方
法
論
的
問
題
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
、
高
等
専
門
学
校
で
の
哲
学
の
セ
ミ
ナ
ー
の
長
年
に

(5) 

わ
た
る
経
験
に
依
拠
し
て
、
自
ら
の
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
鍛
え
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
今
日
我
々
が
知
っ
て
い
る
ソ
ク
ラ

し
て
い
た
の
に
対
し

テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
の
理
論
と
い
う
よ
り
も
、

へ
ッ
ク
マ
ン
の
実
践
か
ら
得
ら
れ
た
経
験
知
に
基
礎
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

む
し
ろ
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
理
論
的
根
拠
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
に
で
は
な
く
、

ア
l
ペ
ル
と
ハ

l
パ
l
マ
ス
の

討
議
理
論
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
先
の
レ

l
メ
も
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
主
要
テ

i
ゼ
で
あ
る
「
理
性
の
自
己
信
頼

(ω
巴
σ田守
q'

(6) 

守
山
口
。
白
色
。
吋
〈
号
ロ
ロ
ロ
同
)
」
を
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
の
認
知
的
可
能
性
に
対
す
る
信
頼
」
と
読
み
変
え
て
い
る
し
、
グ

ロ
ン
ケ
は

へ
ッ
ク
マ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
も
含
め
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
で
は
な
く
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
る
と
断
じ
、

勢
は
、

ア
l
ベ
ル
の
「
背
後
に
回
る
こ
と
の
で
き
な
い
論
議
の
ア
・
ブ
リ
オ
リ
に
、
哲
学
す
る
こ
と
の
新
た
な
基
礎
づ
け
を
求
め
る
現
代
の
趨

(
7
)
 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
、
先
行
す
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学
に
も
ま
し
て
根
本
的
な
意
味
で
一
致
し
て
い
る
。
」
と
い

う
一
節
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
ネ
ル
ゾ
ン
と
へ
ッ
ク
マ
ン
の
伝
統
の
な
か
に
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、



き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
目
標
と
規
則
と
を
自
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で

(
8
)
 

こ
の
基
礎
づ
け
は
超
越
論
的
な
討
議
語
用
論
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
得
る
。
」
さ
ら
に
、

(
9
)
 

ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
討
議
理
論
の
、
教
育
を
志
向
す
る
形
態
で
あ
る
。
」

「
ソ
ク
ラ
テ
ィ

純
粋
に
哲
学
的
な
対
話
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

し
か
し
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
討
議
理
論
の
実
践
形
態
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
成
り
立
ち
、

そ
の
理
論
的
前
提
を
討

議
倫
理
学
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
討
議
理
論
の
他
の
実
践
形
態
と
は
区
別
さ
れ
る
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
形
態
を
も
つ
の
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
の
か
は
、
説
明
さ
れ
な
い
。

二
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
」
と
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

対話と真理

で
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
自
身
が
哲
学
の
教
育
に
用
い
て
い
た
独
特
の
方
法
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法

G
C
W
E江
田
の
ぽ
冨

a
Z号
こ
と
は
、

(
日
)

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
内
容
を
概
観
す
れ
ば
、
現
在
実
践
さ
れ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
原
型
が
、

ネ
ル
ゾ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ネ
ル
ゾ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
伝
え
る
と
こ
ろ
の
、

一
対
一
の
対
話
を
基
本
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
と
は

対
話
の
内
容
に
は
介
入
せ
ず
、
対
話
の
進
行
を
促
す
だ
け
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
に
お
け
る
教
師
の
役
割
は
、

一
人
の
教
師
と
複
数
の
学
生
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
対
話
が
行
わ
れ
る
の
は
学
生
同
士
の
間
で
あ
り
、
教
師
は
原
則
と
し
て

は
じ
め
か
ら
独

違
っ
て

力
で
進
む
こ
と
を
教
え
、
生
徒
に
責
任
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
は
哲
学
的
な
問
い
を
問
わ
な
い
し
、
哲
学
的
な
問
い
を
問
わ

51 

れ
で
も
答
え
な
い
。
た
だ
、
学
生
の
聞
で
間
い
と
答
え
の
や
り
取
り
が
続
く
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
質
問
を
促
し
た
り
、
発
言
の
内
容

を
確
認
し
た
り
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
師
を
進
行
役
に
、
学
生
を
参
加
者
に
置
き
換
え
れ
ば
、
今
日
の
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
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イ
ア
ロ
ー
グ
と
同
じ
で
あ
る
。
少
し
異
な
る
の
は
、
今
日
の
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
、
テ
ー
マ
と
な
る
聞
い
は
進
行
役

に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
が
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
学
生
が
自
ら
問
い
を
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
倫
理
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
一
学
期
か

け
て
議
論
し
た
挙
げ
句
、
出
発
点
の
聞
い

(
「
道
徳
的
に
行
為
す
る
の
は
愚
か
で
は
な
い
か
?
」
)

が
不
適
切
だ
っ
た
と
い
う
合
意
に
到

達
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
う
ち
、
学
生
た
ち
の
議
論
は
迷
走
し
、
遂
に
は
み
ん
な
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な

く
な
り
、
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
触
れ
る
も
の
を
麻
療
さ
せ
る
「
シ
ビ
レ
エ
イ
」

の
よ
う
だ
と
叫
ぶ
メ
ノ
ン
の
よ
う

に
。
こ
れ
も
現
行
の
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
よ
く
経
験
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。

ネ
ル
ゾ
ン
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
の
授
業
の
様
子
を
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
問
い
が
実
際
に
立
て
ら
れ
、

そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
日
常
的
経
験
の
例
が
選
ば
れ
、
首
尾
よ
く
議
論
が
進
ん
だ
場
合
、

ど
の
よ
う
な
結
論
が
出
た
の
か

は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

日
常
的
な
経
験
の
例
に
則
し
て
判
断
の
前
提
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、

そ
れ

は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
に
対
し
て
よ
く
な
さ
れ
た
と
い
う
、
事
例
や
事
実
に
よ
っ
て
思
惟
の
方
向
を
定
め
る
の
は
非
哲
学
的
だ
と
い

う
批
判
や
、

そ
の
批
判
に
対
す
る
ネ
ル
ゾ
ン
の
反
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
抽
象
的
思
考
の
陥
り
や
す
い
誤
り
を
避
け
る
に
は
、

そ
れ
を
具
体
的
に
事
例
に
適
用
す
る
他
な
く
、
経
験
に
足
場
を
も
っ
遡
及
的
抽
象
の
道
を
自
ら
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
哲
学
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
反
論
で
あ
る
。
経
験
に
足
場
を
も
つ
こ
と
、
具
体
的
な
例
に
基
づ
い
て
思
考
を
す
す
め
る
こ
と
、
こ
れ
も

現
行
の
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
基
本
的
な
手
続
き
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の

形
で
踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
進
行
を
規
定
す
る
規
則
の

い
く
つ
か
も
、
す
で
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ネ
ル
ゾ
ン
に
よ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
で
考
え
を
吟
味
す
る
に
必



要
な
最
低
条
件
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
自
分
の
考
え
を
伝
達
す
る
こ
と
。
既
成
の
知
識
や
伝
聞
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
考
え
を
伝

達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
明
確
な
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
。
は
っ
き
り
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
普
通
に
理
解
で
き
る
発

話
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
専
門
用
語
は
不
要
で
あ
る
ば
か
り
か
有
害
で
あ
る
。

一
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学

対話と真理

で
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
自
身
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、

ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
哲
学
の
方
法
論
に
関
す
る
論
文
「
批
判
的
方
法
と
心
理
学
の
哲
学
へ
の
関

(
日
)

係
(
己
目
命
日
丘
昨
日
印
n
y
o
冨
a
y。
門
目
。
ロ
ロ
仏
仏
旬
、
印
〈

q
E巴
宮
山
田
門
日
常
司
∞
】
刊
の
ぎ
吉
松

O
N
R
E
M山吉田
O円
)
}
回
目
。
)
」
(
昌
宏
)
に
則
L
て
、
ネ
ル
ゾ

ン
の
哲
学
の
構
想
を
概
観
し
、
三
つ
の
テ
ー
ゼ
に
ま
と
め
て
み
る
。
該
当
箇
所
は
、
原
文
に
付
さ
れ
て
い
る
節
の
番
号
で
示
す
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
方
法
を
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
拠
は

山
哲
学
の
方
法
は
遡
及
的
抽
象

(
5
m
g留
守
∞
〉
宮
可
釦
}
注
目
。
ロ
)
で
あ
る
。

我
々
の
日
常
的
な
判
断
(
お
よ
び
評
価
)

の
基
底
に
は
何
ら
か
の
哲
学
的
信
念
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
自
然
素
質
と
し
て
の
哲
学
で
あ

る
。
そ
の
哲
学
的
信
念
を
言
語
化
し
体
系
化
す
る
の
が
学
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る
。
自
然
素
質
と
し
て
の
哲
学
に
つ
い
て
は
論
争
は
生

じ
な
い
。
学
と
し
て
の
哲
学
が
、
実
際
の
適
用
を
離
れ
て
抽
象
的
に
哲
学
的
原
理
を
主
張
す
る
と
、
論
争
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

論
争
を
鎮
め
る
た
め
に
は
、

日
常
生
活
の
経
験
か
ら
、
す
で
に
意
見
の
一
致
(
合
意
)
を
見
て
い
る
判
断
を
選
び
出
し
、

そ
れ
ら
を
分

析
し
、
遡
及
的
抽
象
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
適
用
さ
れ
、
前
提
さ
れ
て
い
る
哲
学
的
原
理
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
二
節
)
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遡
及
的
抽
象
は
、
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
帰
結
(
判
断
、
評
価
)
の
論
理
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
的
原

の
で
は
な
く
、
提
示
す
る
宮
正
当

amg)
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

理
を
証
明
す
る

S
o
d司
包
括
ロ
)
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派
生
的
原
理
で
あ
っ
て
、
根
本
原
理
は
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
証
明
が
で
き
な
い
と
は
い
え
、
遡
及
的
抽
象
に
よ
っ

て
吟
味
さ
れ
る
限
り
、
根
本
原
理
は
独
断
論
と
は
異
な
る
。
(
第
三
節
)

遡
及
的
方
法
に
は
、
抽
象
と
帰
納
が
あ
る
が
、
遡
及
的
抽
象
は
帰
納
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帰
納
に
よ
っ
て
根
本
原

納
と
を
混
同
し
た
。
こ
の
誤
り
は
、

カ
ン
ト
が
「
形
而
上
学
的
演
緯

(
B
2
8
F可
也

R
Z

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
は
遡
及
的
方
法
に
訴
え
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
抽
象
と
帰

己
注
己
丘
。
ロ
)
」
あ
る
い
は
「
基
礎
づ
け

理
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
第
四
節
)

(の

EDaomgm)」
と
い
う
形
で
遡
及
的
抽
象
を
哲
学
の
方
法
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(
第
六
節
)

間
哲
学
的
原
理
は
非
直
観
的
な
直
接
的
認
識

(
5
5正巳
g
z
即
Z
S
Z目

的

)

で
あ
る
。

遡
及
的
抽
象
の
手
続
き
は
、

分
析
さ
れ
る
所
与
の
判
断
の
真
理
性
を
前
提
と
し
、
あ
る
命
題
に
事
実
合
意
す
る
限
り
、

そ
の
命
題
の

可
能
性
の
論
理
的
制
約
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
従
っ
て
進
む
。
し
か
し
、
所
与
の
判
断
が
真
で
あ
る
と
は
限
ら
な

検
証
さ
れ
る
。
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

ぃ
。
そ
こ
で
、
今
度
は
、
遡
及
的
抽
象
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
哲
学
的
原
理
に
照
ら
し
て
、
出
発
点
と
な
っ
た
所
与
の
判
断
の
妥
当
性
が

そ
の
根
拠
が
疑
わ
し
け
れ
ば
、
所
与
の
判
断
も
疑
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第

七
節
)

だ
が
、
遡
及
的
抽
象
に
よ
る
分
析
が
終
了
し
、
哲
学
的
原
理
を
完
全
に
過
不
足
な
く
得
た
こ
と
は
、

い
か
に
し
て
知
ら
れ
る
の
か
。

判
断
は
、

そ
の
根
拠
と
な
る
判
断
を
反
省
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
最
終
的
な
根
拠
、
す
な
わ
ち
根
本
原
理
は
、

も
は
や
反
省
に
よ
っ
て
分
析
で
き
な
い
直
接
的
認
識
で
あ
る
。
直
接
的
認
識
と
し
て
は
、
ま
ず
、
直
観
的
認
識
が
考
え
ら
れ
る
が
、
人

間
に
あ
る
の
は
経
験
的
直
観
と
数
学
的
直
観
の
み
で
あ
り
、
知
的
直
観
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
(
形
而
上
学
的
)
判
断
の
根
拠

は
非
直
観
的
な
直
接
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
第
八
、
九
、
十
節
)



そ
も
そ
も
、
真
偽
の
概
念
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
直
接
的
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
偽
は
直
接
的
認
識
を
規
準
と
し
、
偽
の
可

能
性
は
直
接
的
認
識
か
ら
の
隔
た
り
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
真
理
の
規
準
は
認
識
と
対
象
と
の
一
致
で
は
な
い
。
認
識
と
対
象
と

の
一
致
を
確
か
め
る
に
は
、
認
識
の
外
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
的
認
識
の
真
理

性
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
は
な
く
、
た
だ
、
ど
の
認
識
が
直
接
的
認
識
か
だ
け
が
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
の
諸
問
題
は
次

の
間
い
に
集
約
さ
れ
る
1

「
何
が
純
粋
理
性
の
直
接
的
認
識
か
?
」
(
第
十
一
節
)

間
哲
学
的
原
理
の
妥
当
性
は
理
性
の
自
己
信
頼
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
。

対話と真理

直
観
的
認
識
は
、
直
観
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
論
証

8
0
5。
g可
旦
古
口
)
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
向
そ
れ
に
対

し
て
、
哲
学
的
(
形
而
上
学
的
)
認
識
は
、
心
理
学
的
演
緯
守
宅
島
。
-
。
恩
師
。
F
O
ロ
色
己
目
注
目
。
ロ
)
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
。
心
理
学

的
演
緯
と
は
、
純
粋
理
性
の
認
識
を
内
観
を
通
じ
て
内
的
経
験
か
ら
導
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
心
理
学
的
演
揮
の
手
続
き
と
遡
及
的
抽

象
の
手
続
き
と
は
、
相
互
に
独
立
で
あ
り
、
心
理
学
的
演
緯
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
内
的
経
験
の
事
実
と
し
て
の
純
粋
理
性
の
認
識
を
、

判
断
の
遡
及
的
抽
象
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
原
理
と
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
(
形
而
上
学
的
)
認
識
の
妥
当
性
を
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
第
十
四
、
十
五
節
)

ネ
ル
ゾ
ン
が
フ
リ
ー
ス
か
ら
受
け
継
い
だ
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
理
性
の
認
識
を
内
的
経
験
の
心
理
学
に
よ
っ
て
発
見
す
る
と
い

(ロ)

一
見
矛
盾
し
て
い
る
が
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
説
明
は
そ
れ
な
り
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
理
性
の
認
識
は
経

う
発
想
は
、

験
的
に
知
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
妥
当
性
は
経
験
に
依
存
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
の
は
、

55 

方
法
論
で
あ
る
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
を
、
体
系
の
論
理
的
基
礎
と
混
同
し
て
い
る
(
フ
リ
ー
ス
の
い
う
「
超
越
論
的
な
も
の
の
先
入
観

E
S
〈
日
ロ
ユ
色
骨
回
、
吋

E
ロ田

N
B骨
再
包

g)」
)
か
ら
で
あ
る
。
(
第
二
十
五
節
)
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
哲
学
は
合
理
的
な
?
学
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で
あ
る
か
ら
、
批
判
は
経
験
的
|
心
理
学
的
で
は
な
い
と
い
う
、

フ
ィ
ヒ
テ
流
の
見
解
か
、
批
判
が
経
験
的
l

心
理
学
的
だ
と
す
れ
ば
、

哲
学
は
合
理
的
な
学
で
は
な
く
経
験
心
理
学
で
あ
る
と
い
う
、

心
理
主
義
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
(
第
二
十
四
節
)

き
て
、
心
理
学
的
演
緯
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
「
何
が
純
粋
理
性
の
直
接
的
認
識
か
?
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
は
、
「
理

性
の
自
己
信
頼

(ω
色
宮
君
。
吋
可

2
2
仏

q
〈

qロ
ロ
ロ
岸
)
」
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
ネ
ル
ゾ
ン
は
言
う
。
あ
る
命
題
が
哲
学
的

(
形
而
上
学
的
)
原
理
で
あ
る
こ
と
は
、

理
性
が
そ
れ
を
自
ら
の
直
接
的
認
識
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
他

な
い
。
(
第
十
八
節
)

理
性
の
自
己
信
頼
が
な
け
れ
ば
、

そ
も
そ
も
疑
う
と
い
う
こ
と
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

園
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
」

ネ
ル
ゾ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
方
法
が
遡
及
的
抽
象
の
実
践
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
は
、
そ
の

基
幹
部
分
に
お
い
て
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
に
基
づ
い
て
い
る
。
不
明
な
の
は
、
遡
及
的
抽
象
に
お
け
る
対
話
の
役
割
で
あ
る
。
先
に
、

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
の
内
的
連
闘
を
否
定
す
る
議
論
を
見
た
が
、

そ
の
要
点
は
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学

が
本
質
的
に
対
話
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ネ
ル
ゾ
ン
が
対
話
的
方
法
を
採
用
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
教
育
的
配
慮

の
た
め
で
あ
り
、
対
話
は
哲
学
の
補
助
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
が
、
非
直
観
的
な
直
接
的
認
識
と
理
性
の
自
己
信
頼
を
方
法
と
す
る
限
り
、
哲
学
的
真
理
に
は
、
原
理

的
に
は
個
々
人
が
単
独
で
到
達
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
に
お
い
て
、
対
話
は
、

せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
先
入
観
と
誤
謬

を
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
真
理
に
到
達
す
る
の
を
容
易
に
す
る
道
具
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、
ネ
ル
ゾ
ン

は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
の
意
義
は
、
他
者
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
人
で
反
省
す
る
よ
り
も
容
易
に
真
理
に
到
達
で
き
る



と
こ
ろ
に
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
を
語
る
教
師
と
し
て
の
ネ
ル
ゾ
ン
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
に
よ

っ
て
哲
学
す
る
方
法
を
習
得
し
、
自
立
的
に
遡
及
的
抽
象
に
よ
っ
て
直
接
的
認
識
た
る
哲
学
的
原
理
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
が
ま
ぎ
れ

も
な
く
哲
学
的
原
理
で
あ
る
こ
と
を
理
性
の
自
己
信
頼
に
よ
っ
て
悟
っ
た
人
で
あ
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
が
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と
本
質
的
連
闘
を
も
た
な
い
と
結
論
で
き
る
と
は
、
私
に

は
思
わ
れ
な
い
。
ま
ず
、
遡
及
的
抽
象
の
出
発
点
は
合
意
の
得
ら
れ
た
経
験
的
判
断
で
あ
る
か
ら
、
ネ
ル
ゾ
ン
と
い
え
ど
も
、
独
り
で

は
遡
及
的
抽
象
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
合
意
は
常
に
偶
然
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
合
意
で
あ
り
、

対話と真理

遡
及
的
抽
象
は
原
理
的
に
そ
の
都
度
の
合
意
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
。
ま
た
、
ネ
ル
ゾ
ン
の
「
直
接
的
認
識
」
や
「
理
性
の
自
己
信

頼
」
と
い
っ
た
概
念
を
、
個
々
の
主
観
が
単
独
で
哲
学
的
真
理
に
到
達
で
き
る
と
い
う
独
我
論
的
な
発
想
に
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
こ

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
違
い
に
無
自
覚
な
粗
い
議
論
に
思
え
る
。
シ
ュ
ネ

i
デ
ル
バ
ッ
ハ
も
き
同
う
よ
う
に
、
批
判
的
な
デ
ィ
ス
ク
ル
ス

(
日
)

は
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
、
対
話
的
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
哲
学
の
唯
一
可
能
な
教

と
は
、

育
法
と
し
て
対
話
的
方
法
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ネ
ル
ゾ
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
権
威
に
無
批
判
的
に
従
っ
た
の
で
な
い
と

す
れ
ば
、
や
は
り
哲
学
と
対
話
と
の
本
質
的
な
関
係
を
観
て
と
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

ネ
ル
ゾ
ン
は
、
哲
学
的
真
理
を
学
生
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
他
人
が
あ
れ
や
こ
れ
や
を
哲
学
的
真
理
と
見
な
し
た
と
い
う
歴
史
的

事
実
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
で
は
哲
学
を
教
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
「
ま
ヒ
め
に
哲
学
的
洞
察
を
伝
え
よ
う
と
す
る
教

師
は
、
た
だ
哲
学
す
る
技
法
(
閉
口
口
忠
弘

2

2巳。
g
℃

E
R
g
m
)
を
教
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
」
「
そ
れ
ゆ
え
、

そ
も
そ
も
哲
学
の
授
業
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

57 

そ
れ
は
自
分
で
考
え
る
と
い
う
形
の
、
も
っ
と
精
確
に
い
え
ば
、
抽
象

(
U
)
 

の
技
法
を
自
立
的
に
実
践
す
る
と
い
う
形
の
授
業
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
」
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哲
学
を
通
常
の
授
業
で
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

う
な
性
格
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
で
水
に
入
っ
て
泳
い
で
み
な
い
こ
と
に
は
、
泳
ぎ
を
習
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ

一
つ
に
は
、
哲
学
は
い
わ
ば
実
習
科
目
で
あ
っ
て

ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
よ

う
に
、
自
分
で
間
い
を
立
て
て
哲
学
し
て
み
な
い
限
り
、
哲
学
的
真
理
を
探
究
す
る
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

理

由
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
実
習
科
目
な
ら
ば
、
模
範
を
見
て
形
を
ま
ね
て
み
る
こ
と
、
倣
び
に
よ
る
学
ぴ

も
大
切
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ネ
ル
ゾ
ン
は
倣
ぴ
の
方
法
を
と
ら
な
い
。
な
ぜ
か
。

内
山
勝
利
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
必
然
性
を
論
じ
る
論
文
で
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
と
い
う
方
法
と
想

起
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
無
知
の
知
」
は
、
「
真
理
の
「
客
観
的
』
所
在
を
指
し
示
す
」
だ
け
で
な
く
、
「
個
の

(
主
体
的
な
)
判
断
に
進
行
を
ゆ
だ
ね
る
対
話
的
探
究
を
必
然
化
せ
し
め
る
根
拠
」
に
も
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
無
知
の
知
」
は
、

一
切
の
「
知
的
権
威
の
存
在
を
:
・
絶
対
的
に
否
定
す
る
こ
と
、
既
成
の
知
の
実
質
に
満
足
し
な
い
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
確
認
し
た
う
え

で
、
知
の
再
構
築
を
始
め
よ
う
と
す
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
主
体
性
」
と
「
客
観
性
」
と
い
う
真
理
の
二
つ
の
契
機
こ
そ

が
、
対
話
と
い
う
方
法
の
基
盤
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
想
起
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
対
話
的
探
究
」
に
あ
っ
て
、

「
問
い
か
け
が
触
発
す
る
思
考
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。
知
は
、
「
人
か
ら
伝
え
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
も
の
」
で
は
な
く
、
問

(
日
)

い
か
け
に
触
発
さ
れ
た
「
想
起
」
に
よ
っ
て
初
め
て
「
内
実
」
を
と
も
な
っ
て
「
自
己
の
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

ネ
ル
ゾ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
の
根
底
に
も
、
同
じ
よ
う
な
洞
察
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
哲
学
す
る
こ
と
は
、
主
体
的

に
考
え
る
こ
と
を
引
き
受
け
、
同
時
に
普
遍
性
を
志
向
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
権
威
に
依
拠
し
な
い
対
話
と

い
う
方
法
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
哲
学
の
学
生
に
と
ど
ま
ら
ず
、
哲
学
す
る
も
の
す
べ
て
の
人
に
言
い
得
る

こ
と
で
あ
る
。



そ
れ
を
傍
証
す
る
の
は
、

た
と
え
ば
、

(
お
)

『
メ
ノ
ン
』
か
ら
有
名
な
問
答
を
引
い
て
語
る
ネ
ル
ゾ
ン
で
あ
る
。

い
っ
た
い
あ
な
た
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
な
た
に
わ
か
っ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
、

そ
れ
を
探
究
な
さ
る
お
つ
も
り
で
す
か
?
」
|
!
「
い
や
し
く
も
以
前
に
も
知
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
魂
が
そ
れ
ら

(
げ
)

の
物
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
」

ネ
ル
ゾ
ン
は
、
こ
の
間
答
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
で
は
な
く
、
理
性
の
自
己
信
頼
、
理
性
の
自
立
的
な
力
へ
の
尊
敬
と
い
う
ソ

ど
、
つ
や
っ
て

ク
ラ
テ
ス
の
精
神
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
想
起
」
を
「
問
い
か
け
が
触
発
す
る
思
考
力
」
と
見
な
す
こ
と
で
は
な

対話と真理

い
か
。
こ
こ
で
は
、
「
理
性
の
自
己
信
頼
」
は
、
哲
学
的
真
理
の
真
贋
を
見
極
め
、
遡
及
的
抽
象
に
終
止
符
を
打
つ
切
り
札
で
は
な
く
、

共
同
の
対
話
的
探
究
を
通
じ
て
、
哲
学
的
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
へ
の
信
頼
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ネ
ル
ゾ
ン
は
、
独
り

哲
学
的
真
理
を
会
得
し
た
と
称
す
る
独
断
的
教
師
で
は
な
く
、
対
話
を
通
じ
て
共
同
で
探
究
す
る
者
の
一
人
で
あ
る
。

ネ
ル
ゾ
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
方
法
が
単
に
教
育
的
な
意
味
し
か
も
た
ず
、

そ
れ
ゆ
え
ネ
ル
ゾ
ン
の
哲
学
と
は
本
質
的
な
関
係
は
な
い

と
断
じ
る
の
は
、
早
計
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
、
単
な
る
教
育
的
技
法
に
限
定
し
て
考
え
る

こ
と
も
ま
た
、
同
様
で
あ
る
。
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61 SUMMARY 

Dialogue and Truth 

- The Theoretical Ground of The Socratic Dialogue -

Toshiro TERADA 

The Socratic Dialogue, a method of philosophical dialogue 

developed by a German philosopher, Leonard Nelson early 20th cen

tury, is praciticed today in diverse forms. It procedes in a unique 

way according to a set of rules, which fascinates and at the same 

time puzzles those who participate. What is the aim of the Socratic 

Dialogue? What is ground of its unique procedure? This paper aims 

to clarify the theoretical ground of the Socratic Dialogue, referring 

to Nelson's Philosophy. Today's Socratic Dialogue no doubt inherits 

Nelson's practice of Socratic Method, but the relationship between 

his practice and his philosophical theory is not necessarily clear, 

while it is obvious that the Socratic Dialogue owes what it is today 

to the experiences, not theories, of those who have been active in 

practicing the Socratic Dialogue, especially Gustav Heckmann. It can 

be reasonably assumed, howerer, that Nelson considered the dialogue 

essential in the art of philosophizing, not only of educational value. 
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