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数学 の 方法 と　 　 　 　 折
　 　 　 　 　 口

『メ ノ ン 』 の 問 題

学 の 方法

田 　島 孝

　 プ ラ トン は 『国家』 篇 第 6 巻の 線 分 の 比 喩 に お い て 哲 学 の 方 法， す な わ

ち． デ ィ ア レ ク テ ィ ケ
ー

と数学 の 方法 を対 比 さ せ て い る ， そ の 最 も基 本 的

な差 異は 次の 通 りで あ る ． 数学 は 前提 を設定 し． そ れ か ら結論 を無条件 的

に 導出 し よ う とす る
1
． こ れ に 対 して ，哲学 は 前提 を 立 て て 探 求 をす る が ，

そ れ か ら結 論 を導 くの で は な く，
一
度 立て た 前提 を探 求 と吟 味 に よ り覆 し，

そ う した 探 求 と吟味 を積 み 重 ね る こ と に よ り． 無前提 の 前提 に 到 達 す る，

と され る ． その よ うに 数学 の 方 法 と， 哲学 と の 方法が 対比 され ， こ の 差異

故に ， す な わ ち． 前提 を無 条件 に 真 と定め る と い う基 本性格故 に ， 数学的

知 識 が 不完全 な もの と さ れ ， 哲学が 目指 す端 的な知 識 と対比 さ れ て い る．

しか し な が らプ ラ ト ン は ． こ の よ うに 哲学の 方法 を 数 学 の 方法 と対比 させ

て 説 明 す る け れ ど も． そ れ が 現 実 の 哲 学 的探 求 に 於 い て どの よ うな差 異 を

生 み 出す の か と い う点 に つ い て 特 定 の 対 話 篇 で 明示 的 に論 じて い る， と は

考え られ て は い ない ． しか し，哲 学の 根幹 に 関わ る こ れ ほ どの 重 大 な問 題

をプ ラ ト ンが 単に そ の 基 本性 格 を示唆す る の み で 具体的に 論ず る こ とが な

い ， と い うの は 不 思 議 な こ とで あ る ． 私 は ， 『メ ノ ン』 篇 が こ の 問題 を隠

れ た 形 で 意図 的 に取 り上げ て 論 じ る 対話篇 で あ る ， と考 えて い る． 小論で

こ の こ とを具 体的に 示 した い ．

【　 す な わ ち，数学的知識 とい うもの は整合忤が 不叮欠 で あ る こ とを示 して い る．基 本的 に は

定義が 「何 で あ る か 」 を 決 定 し，そ の 本 質が 所 イJす べ き 属 性 が そ の 時 点 で 決 定 さ れ る の で あ る．

そ の 故 に ．プ ラ ト ン の 主張す る ソ ク ラ テ ス 的 誤謬 と よ く ttiわ れ る 「何 で あ る か 」 が 分 か ら なけ

れ は 「ど の よ う に あ る か 」 は ／（明 で あ る と い うテ
ーゼ の 最 も典 型 的な モ デ ル を 形成 す る．
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1　 探 求 と 予断

L1 「ソ ク ラ テ ス よ ． 私 に言 う こ とが で き ます か． 徳 は 教 え ら れ た もの か

　　（δtδα K6v ）， あ る い は， 教 え ら れ た もの もの で は な く， 習熟 に よ り得

　　られ た もの か （dσ K ητ6v）， あ る い は習熟 に よ る の で もな く， 学 ぶ こ と

　　に よ る の で もな く，人 間に 生 まれ つ き （φbσε．1）備 わ る もの なの か ，あ

　　る い は 何か 別の 方法 で 備 わ る もの な の か 」（70al−4）．

　『メ ノ ン 1 の 冒頭 は こ の 言葉で 始 ま る． プ ラ ト ン の 対話 篇 の い ずれ に お

い て もそ の 冒 頭部分 に は 然 る べ き役割 が 与 え ら れ て お り，
一

見す る と本

文 の 問題 と直接的 に は 無関係 に 見 えなが ら，実 は 内的に不可 分 な関係 に あ

る ． 『メ ノ ン 』 は こ う した体 裁 と は 異 な り，端的 に 主題 そ の もの か ら始 ま っ

て い る か の よ うな印象 を読む 人に 5一え る ， とい うの は ， メ ノ ン の こ の 言葉

を うけて ， ゴ ル ギ ア ス の せ い で ア テ ネか ら テ ッ サ リ ア に 知 恵が 移籍 して し

ま っ た ，とい う冗 談を挟 ん で 下 記の よ うな，「何で あ るか」 を知 らずに 「ど

の よ うに あ る か」 を 知る こ とが で き よ うか ， と認 識 の 秩 序 の 問題 に 直 ぐ移

る か らで あ る． こ うして 『メ ノ ン』 は プ ラ ト ン に は珍 し く． よ く知 られ た

哲学 的主 題 に そ の まま直截 に 移 行 す る か の よ うな 印 象を 与 え る．

　しか しなが ら， 冒頭 の こ の 言葉 は 『メ ノ ン』 の 問題 の 所在 を二 重の 意味

で よ く示 して い る． そ れ は ， 他 の 対 話 篇 で 本文 とは 無 関係 の よ うに 見え る

多 くの 対話篇 の 冒頭 部分が 分か ちが た く本 論 と内的 関係 に あ る よ うに ， こ

の よ うな形 で 冒頭部分が 提示 す る哲 学 的 問 題が 実 は 『メ ノ ン』 で は 隠 れ た

形 で 論 じ られ る 本論 で の 問題 と分 か ちが た く結 ば れ て い る の で あ る
2
． 隠

れ た 問題 とは 数学 の 方法 と哲学 の 方法 と の 本質 的 な違 い で あ る．

1．2　こ の よ うに 始 まる 『メ ノ ン』 の 議論 は ， 決 定 的 に 重要 な い くつ か の

テ
ー ゼ と， そ の 意味 を理 解す る た め の 比 喩 と して の 具 体例 を提示す る こ と

に よ りT 主題 そ の もの を さ ら に 深め る ． 『メ ノ ン 』 解釈の 鍵 は こ の 比 喩 を

どの よ うに 解釈するか にか か っ て い る と言 っ て も言い 過 ぎで は ない ． 本論

で は 「メ ノ ン 』篇 で プ ラ トン が 語 る 主 要 な比 喩 の 意味 を解 読 す る こ とに よ っ

2　冒頭 部 の 唐突 な メ ノ ン の 問 い の 意味 に 関 して は．
一
ド記を参照．亅acob 　Klei・1．　A　C θtTIJIiellt ‘lt

・
v 　（，n

Piato
’
s　Menv （1965〕，　P　39，
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て 対話 篇 の 全 体像 を明 らか に し た い ． 鍵 と な る 占葉 と比 喩 を まず提 示 す る

こ とにす る ．

最初の メ ノ ン の 問 い が対 話篇 全体 の 問題 そ の もの の 端緒 と な る．

　 　 MI 「徳 は 教 え られ た もの か ⊥

　 こ の 問い に 対 して ， ソ ク ラ テ ス は 直接 回 答す る こ と な く， あ る一 つ の 知

の 秩序 を語 る．

　　 Sl　「1

「
何 で あ る か 丿が 知 られ な い と きに 「どの よ うに あ る か 」 を知

る こ と は で きな い 」 匚徳 が 何 で あ る か が 不 明 で あ る の で ， 徳が どの よ うに

人 に 備 わ る か 不 明 で あ る ］（7 【b3 −4）．

こ の 説 明 と して ． S1 の 註 と も言 うべ き例 をあ げ る ．

　　 Sl−1　 「メ ノ ン が 誰で あ る か を全 く知 ら な い 人 は ， 彼が 見 目が よ い か t

金持 ちか ，生 まれ が よ い か ， を知 る こ とは で きない 」（71b4 −8）．

　こ の 比 喩 は 不思 議な比 喩 で あ る． そ の 真意 を掴 み が た い
3
， こ こ で の 「メ

ノ ン を知 る 」 とい うの は ど うい う意味で あ ろ うか ． メ ノ ン の 「どの ように

あ る か 1 に 関 し て
一

，点 が あ げ られ て い る ． 見 目 T 富 ， 家柄 で あ る． こ れ ら

は ， も し メ ノ ン に 関す る 切 の 情 報 を 欠 く場 合 に は も ち ろ ん 知 り得 な い 事

柄 で あ る ，逆 に 何 らか の 情報 を持 っ て い れ ば直接 面識が な くて も． 知 りう

る 事柄 で もあ る ． した が っ て ，必 ず しも 「見知 り」 に よ る 知を前提 と して

い る ． とい うわ け で は な い ． お よ そ 何 ら か の 形 で 知 っ て い れ ば ， と い う意

味 と解 され る
4
． す る と． こ こ で ソ ク ラ テ ス の こ の 比 喩導入 の 意 図 は 何 で

あ ろ うか ．そ こ に は 1つ の 意 図 が あ る と考え られ る． 一
つ は ，「何で あ る か 」

とい う知 の 「ど の よ うに あ る か 」 の 知 に対 す る優 先性 の 主 張． す な わ ち，

知識 に は 認識 の 秩序 に 於 い て あ る 構造 が あ る とい う Sl の 再 説で あ る ． も

う
．一

つ は， メ ノ ン の 最 初 の 問い ， 「徳は 教 え られ た もの か 」 と い う問 い そ

の もの へ の 問い 返 しで あ る ． す なわ ち． そ の よ うな問い を メ ノ ン が 問 う と

3　RS ．　Bluck 〔PlatrSs’Wt・liθ，1964．　pp213 −4） は こ こ で の メ ノ ン を 知 る と い う 意味 を 「見 知 り

acqualntancc 一と解釈 して い る ． ク ラ イ ン の コ メ ン トは ibid．．　pp　41−2 ．ク ラ イ ン は メ ノ ン に 出会・
っ

た こ ともな く，聞 い た こ と もな い な ら．こ の 比喩 は徳 の 場合 の 比喩と して は 有効で はな い ，と

し て い る，

4　我 々 は 「テ ア イテ トス ⊥ 第 ：部 の 冒頭 で 虚偽判断 の 叮能牲を問 うに 当た っ て，「知 っ て い る．

矢［iら な い 」 の 　；分割 か ら議 論が始 まる こ とを思 い 出す こ とが 必 zmで あ ろ う．
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きに ， 何 らか の 徳 に 対す る， 敢 えて 言 え ば． 予 断 （pro］eptic な ） が あ りは

しな い か ， と い う示唆 で あ る ， 徳 に 対 して メ ノ ンが 何 らか の 観念 を持 つ こ

とな し に は． こ うした 問い は 生 まれ 得 な い と い う こ と を暗 に ソ ク ラ テ ス は

示唆 して い る の で あ る． そ して ． そ れ は 「メ ノ ン』 篇 自体 の 問 い そ の もの

に 直 結 す る． そ の ア断 の 想 起， す な わ ち． 自覚的 なそ の 吟味が 対 話篇全 体

の 問題 と繋 が る の で あ る ． した が っ て ，徳 の 「何で あ る か 」 を ソ ク ラ テ ス

自身知 らない こ とは もと よ ｝）　， 知 っ て い る 人に 出会 っ た こ とが な い ， とい

う ソ ク ラ テ ス の 言葉 が 嘘 とな る よ うに ， そ の 何で あ る か を ゴ ル ギ ア ス に 代

わ っ て メ ノ ン 自身語 っ て ほ しい との ソ ク ラ テ ス の 言 葉 に 対 して （71d）， メ

ノ ン は 「難 し い こ とで は な い ⊥ 「容易 で あ る ⊥ 「難 し くは ない 」， 「困 難は

な い 」 と四 度 も語 り， そ の 知 の 所 有 を 自ら承 認 す る の で あ る （71c−72a ）．

　 こ う した結 果． メ ノ ン が 語る徳 とは 「何 で あ るか 」 とい う問 い に対 す る

回 答は ，最 初は 「男の 徳 は …，女 の 徳 は …，子 供の ，年寄 りの ． 自出人の ，

奴隷 の 徳 が あ る ． 年齢，仕 事に 応 じて 徳 は 様 々 で あ る ，悪 徳 も同様 で あ る ．1

（71el − 72a4） とい うもの で あ る． こ れ に 対 して ソ ク ラ テ ス は，
一

な る 徳

を求 め て 多 に 至 っ た と言 い ， 蜂 を例 に して 反 論す る ． 蜂 は ， 女 ：E蜂 ， 雄

蜂， 働 き蜂 ， 幼虫 な ど い て も， 蜂で あ る 限 り同
一’

で は な い の か ， と． 蜂 の

比喩 は ， メ ノ ン が 人の 徳 をそ の 社 会的 な役割 に お い て 捉 え よ う とす る こ と

に 対 して ． 蜂 の 社会の 機能 に よ る分 化 を例 と して ． そ れ に も拘 わ らず ， そ

こ に 共通 す る 種 と して の 蜂 の 同
一性 を．探 求 して い る徳 の 同

一
性 と類 比 的

に 説 明す る た め に 導入 され て い る
5
， こ れ を受 け て ， メ ノ ン は 二 度 目の 定

義 をす る ． ソ ク ラ テ ス が 全 て を通 じて
一

つ （鰰 緯 τ臆 K ατα πdvτω V 滝 V 傾 U

d δo ⊆τα b τ6v）（73cdL72c7 ） を求 め て い る な ら 「徳 は 人 を支 配 す る能 力 に

他 な らな い 」 と言 う． メ ノ ン は 先 の 社 会的機 能 に よ る 定 義 を修 正 し， 男 の

徳 で 人の 徳 を代表 させ よ うとす る の で あ るL こ の 回答 は， 奴隷の 徳が 人 を

支配 す る と い うこ とと両 立 し得 な い とい う こ とに よ り，退 け られ る ． また．

5 　 こ こ で 更 に ，1健 康 ，大 き さ．強 さ一と い う例 を 挙 げ て ，老 若，男 女 に 拘 わ ら ず こ れ ら は 同

一
で はない か，と同

一t
性の 要求が 語ら れ る．蜂が 蜂 で あ る 限 りで 同

一
とされ るの と同様 に 人間

が 人 間 で あ る 限 りで 同 一
で あ る ，と い う視点 が こ こ で 確 認 さ れ る．そ し て ， メ ノ ン が 最 初 に 答

え た 男 と し て の ，あ る い は 女 と して の 徳 で は な く．入 間 と し て の 共通 の 徳 が 求 め ら れ る 視点が

提 示 され る の で あ る ．（rtL　Jacob　Kleiri．　t，n．‘
’it．，　p．51，
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男が ポ リ ス を， 女が 家 を良 く治め る場 合 に も． 正 し く， 賢慮 を以 て す る場

合 に 良 く治 め ら れ る ， す な わ ち ． 同
・
の もの （正義 と節制 ） を得 る こ とに

よ り， 良 く とい うこ とが確 保 され る こ とが 承認 され る （73a−c ）
6
， さ ら に ，

そ れ が 誰 に よ る場合 に も 「支 配 す る能丿丿」 に 「正 し く」 をつ け加 えない だ

ろ うか （d6−8） と問 わ れ ， メ ノ ン は 「正義 は 徳 だ か ら」 （d9 ） と こ れ を 容 認

す る ． こ れ に対 し， ソ ク ラ テ ス は ．正 義 は 端 的 に 徳 か ， あ る い は ，徳 の
一

つ か， と聞 く （73eD ． こ こ か ら議論は 新た な 局面 に 入 る．

L3 　 正 義 は 端的 に 徳か ． あ る い は ， 徳の
一

つ か ． とい う問い を理解 で き

な い メ ノ ン に ソ ク ラ テ ス は 二 つ の 具体 例 を提 示 して 違 い を説 明 す る． そ の

．一
つ は 形 （σ頬μα） と丸み （曲．σ τρoyyv λ6τng ） で あ る ．す なわ ち．「丸 み 」

を 「形」 とは 言わず， 卜
一

つ の 形 （形の
一

つ ）」 と言 うで あ ろ う， と い うも

の で あ る ． そ の 理 由は そ の 他の 形 （直） もあ る か ら で あ る （73e）， も う
一

つ は 白 （τ6　A．evK6v ）と色 （xρ〔加 α ）の 例で あ る． 「白」を端 的 に 「色 」と言 う

だ ろ うか ， あ る い は 「
一

つ の 色 （色 び）
一

つ ）」 と 言 うだ ろ うか ， と い う例

で あ る （74ab）． こ の 二 つ の 例 は 1「メ ノ ン 』 の 議 論 の 中 で も最 も重 要 な 具

体例 で ， こ の 具 体例 を中心 に そ の 後の 議論全 体が 展 開する と言 っ て も過言

で は な い ， こ こ で 徳 と1E 義． 節制，勇 気な どの 徳 とそ の 部分 との 関係 とい

う本 来の 主 題 が ． 形 と形の 部分お よ び色 と色の 部分の 関係 と類比 的 に 考察

さ れ る こ とに な る ， こ こ まで が ，
こ の 三 組 の 類 比 関係の 第

一
段 階で あ る．

　 本 来 の 問 い は 「徳 と は 何で あ る か」 で あ る． こ の 問 い の 意味 を良 く理 解

し得 な い メ ノ ン に 対 して ． 形 を具体例 と して ソ ク ラ テ ス は そ の 問い に 対す

る 回 答 す な わ ち ，「何 で あ る か 」 を答 える
一一

つ の モ デ ル を語 ろ うと試 み る ，

　 　 S2 ［形 は 存 在 す る もの の 中 で 唯
一

， 常 に 色 に 随 伴 す る もの で

あ る （τothτo σX巾 α．δ μ6vov τdbv　6vτω v τvy ）CdvEt　XP（bpα τt　dd ξπ6με vov ）」

（75b10 −11）．

　 こ の 試 み は 普通 の 意味 で の 定義 と は 異な っ て い る ．類 と種差 とに よ る 定

義 で は ない ． しか し． こ こ で 二 つ の 注 目すべ き点が あ る． 形 はあ らゆ る存

在者 の なか で 唯
一一

， か つ ． 常 に 色 に 随 伴 す る と 言わ れ て い る ． こ の 条 件 に

6　 本文中 で の ．徳 が 一
つ の もの に よ る と い う こ の 承認 に 至 る まで の 本 文中の 微妙 な議論 の 詳

細 な 分析 は ク ラ イ ン を参照 　t）ll．cvπ ，．　pp　9−5r．
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よ り． 形 を存 在 者 の 中 で 確 か に 唯
一

の もの と して 同定可 能 なの で あ る ． こ

の ソ ク ラ テ ス の 例示の 試み を メ ノ ン は 次 の よ うに 言 い 換 え る ．

　　M2 　「形 は常 に 色 （xp6 α） に随 伴す る もの で あ る 」（75c5 ）．

ソ ク ラ テ ス が 色 を表す の に xρ伽 α とい う語 を使 っ た の に 対 して ， メ ノ ン

は xρ6α とい う語 を使 っ て い る ． こ の xp6 α と い う語 は 色 の 他 に 肌， 表面

を意 味す る語 で あ る． 肌 の 色 と色 とは殆 ど同 じこ と と して 理 解 され て い る

こ とを示 して い る． そ の こ と は 図 らず も ソ ク ラ テ ス の 使 っ た 形 を言い 表す

言葉が 正 しい こ と を メ ノ ン が 言 外 に 承認 して い る こ と を示 して い る の で あ

る ， しか し， そ れ に も拘 わ らず t
メ ノ ン は 「色 と は何 か 」 を知 らな い と言

わ れ た ら何 と答 え る か （c4 −7） とソ ク ラ テ ス に 挑戦的 な態度 を示 す の で あ

る ． こ の 挑 戦 に 対 して ソ ク ラ テ ス は 対 話
・デ ィ ア レ ク テ ィ ケ

ー
の 必 須 条件

を二 つ 提 示 す る． 1 ）「真 な る こ とを答 え る 」， 2 ） 「質問者が 予 め 知 っ て

い る と同意 した こ と に よ っ て 答え る⊥ で ある （D2 −7＞． こ こ で は 第二 の 条

件が 重 要で あ る． ソ ク ラ テ ス は形 の 「何 で あ る か 」を語 る に 色 を も っ て し

たわ け で あ る．そ して ，色 は 人が 人 と して の 条 件 を有す る 限 りで 誰 で も知 っ

て い る もの で あ る ． し たが っ て ， メ ノ ン も色 を知 っ て い る の で あ る． そ

の こ と に よ り， ソ ク ラ テ ス の 形 と は 何か とい う問い に 対 す る 回 答 は 完結 し

て い る の で あ る ． そ れ に も拘 わ らず． 誰か が 色 を知 っ て い る とは 言 わ ない

場 合に ， どの よ うに ソ ク ラ テ ス が 答え る か， と メ ノ ン が 言 う とき （75c5＞，

メ ノ ン は 真 に 論争 家 的 な態 度 を と っ て い る の で あ る ． しか し， メ ノ ン の

こ の 反 論 は 単に 論争 家 的 で あ る だ け で は ない ． メ ノ ン は ある 専 門的な方法

を 考 え て い る ． （1 ） 知 られ た もの で
， 真 で あ る と承認 され た もの を通 じ

て ， （2 ）疑 い 得な い 結 論 に た ど り着 くとい う幾 何学 的方法 で あ る ． ソ ク

ラ テ ス は こ れ に 次 の よ うな形 で 答え る． メ ノ ン に 従 い ，形 に つ い て の 生活

世界に 根 ざ した言 語使用 の 意味 を捨 て る の で あ る． メ ノ ン の 挑 戦 に 応 じた

形の 第二 定 義 は幾 何 学 的 な もの で あ る． ソ ク ラ テ ス は 自らが 提示 した デ ィ

ア レ ク テ ィ ケ
ー

の 規 定 に 従い ， ホ モ ロ ギ ア ・同 意か ら 出発 し， 知 ら れ て

い な い もの を使 う定義 を避 け よ う とす る． τελεv τh （終端 ）， π印α 弓 （限 界 ）

Eoxα τov （極 限 ）は ， 名は 多 だが 実 体 は
一

つ で あ る ． 徳 と勇気 止 義 な ど

の よ うに ， 個別例 を含む 全体 と して
一

つ な の で は ない ． こ う して
， 知 られ

た もの と して 蝋 πεδov （表面）， σ τε ρε6＞ （立 体 ） の 存在が 同 意 され る ． こ
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♂

れ か ら メ ノ ン の 反論 に 対 応 した 形 の 第二 の 定 義が な され る ，

1．4　 S3 　 「形 は 立 体の 限 界 で あ る （σ τερεoO π印 α⊆σ K 仙 α εiα 1）」（76a7 ）．

こ の 定義 は ユ
ー

ク リ ッ ドの 形 の 定義 （Euclid　Elements　14）．
」‘
a　figure　is　that

which 　is　containcd 　by　any 　boundary　or　boundaries　（σ）C負μd 合στし τ6 もπ6 τlvo ⊆fi

τtv ω V　6ρω V π ε ρ1ε X6 卜且εVOV ）
”

と微 妙 に 違 っ て い る ． こ の 定 義 に よ れ ば 形

は 「囲 まれ た （包含 さ れ た ）大 きさ （contained 　 magnitude ）」 で あ る こ と

を 意味 す る ． 直 と曲 は含 まれ ない ． 『メ ノ ン 』 に お け る ソ ク ラ テ ス の 定 義

は 線 に して も面 に し て も， 限 界 に よ り限 界 づ け ら れ た もの で は な く， 限 界

そ の もの で あ る． こ の 扱 い 方 は ユ ー ク リ ッ ドよ りも抽象的で 。 思 考上 よ り

厳密 で あ る ．

　 メ ノ ン は ， ソ ク ラ テ ス の 幾何学的定義 に 反対 しな い の で ， 暗 々 裡 に ソ ク

ラ テ ス が務 め を 果た した こ とを認め た こ とに な る ． そ して ． 色 とは 何か と

更に 問 う．本来は こ こ で メ ノ ン は ，ソ ク ラ テ ス に よ る 形の 第二 の 規 定 に 倣 っ

て ， 徳 の 規 定 をお こ な うべ きで あ る が ， そ れ を 避 け ． 回 答を 引 き延 ば す の

で あ る ． そ し て ，形 の 第二 の 規定 と同 じ よ うに 色の 規 定を ソ ク ラ テ ス に求

め る ． ソ ク ラ テ ス は こ れ に 応 じて ， 色の 規 定 を 行 う．

　　 S4 「色 は 視 覚 に 調 和 し， 知 覚 さ れ た 形 の 流 出 で あ る （color 　is　an

et
’
fluence　 of 　ligures．　cc）mmensurate 　with 　sight 　and 　scnsible ．耄σ uv 　Ydρ Xp6 α

dπ o ρρoh σ Xημd τω v　6Ψε t σ もμμε Tρog 　K α iα iσ enτ6g）」（76d5 ），

こ の 規 定 が 大 変 よい とメ ノ ン は 満足 の 意 を表す る （76d6 ）， ソ ク ラ テ ス は

そ の 理 由 を馴 染 ん だ 形 で 語 ら れ て い る た め だ と言 う． メ ノ ン の 眼鏡 に か

な っ た エ ン ペ ドク レ ス 流 の 色 の こ の 規 定 は色 を形 に よ り （色 ＝ 表面 ［＝

：形 ］） 規 定 す る の で あ る ． こ の 無 意味 さ に メ ノ ン は 気づ い て い な い ． メ ノ

ン が 想 起 して い る の は ゴ ル ギ ア ス 風 の 大 げ さな言 葉 遣 い で あ り． こ れ に 喜

び を感 じて い る の で あ る ． ソ ク ラ テ ス は ， メ ノ ン が 形 の 回答 よ りも こ の 色

の 規定 に満 足 して い る と 言 う （76c3 −4）， しか し， こ こ で ソ ク ラ テ ス は 一
つ

の 注 目すべ き発言 をす る． 今 与え られ た この 回 答よ りも先の 回答の 方が よ

い ， と言 うの で あ る （76e）． さ ら に ． メ ノ ン が 昨 H 言 っ た よ うに 秘儀 前に

ア テ ネを 発 つ の で は な く． そ れが 終 わ る まで 滞在 し秘儀 に 与る こ とが で き

る な らソ ク ラ テ ス と同 じ よ うに 考え る よ うに な る ， と言 うの で あ る． こ の

言葉は， プ ラ トン が 意識 的 に 二 つ の 方法 を対比 させ そ の 違 い の 理 解 を読者
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に 求め て い る こ と を示唆 して い る と考 え ら れ る ． で は ， 形 に 関 す る先 の 答

え と は 何 を指 して い る の か ． 三 つ の 可 能性 が あ る ．最 初 の ソ ク ラ テ ス の 回

答の 可 能性． メ ノ ン の 求め に 応 じた 二 度 目の 回答の 可能性． 色 の 規定 と対

比 され た 形に 関す る 1つ の 答 え を
一 緒 に 指す 可 能性 で あ る

7
．何 を指 し示

して い るか を明確 に す る た め に ， そ れ ぞれ の 規 定 の 特 徴 を見て み よう． 形

の 規 定 と対 比 され て い る 色 の 定 義 の 問 題 点 は ， 色 を 形に よ り規 定 し よ う と

す る こ とに あ る． 形が 知 られ て い な い 場 合 はこ の 規定 は不完 全 で ある ． ソ

ク ラ テ ス が 形 の 規 定 を行 っ た と きに ま さ に メ ノ ン が 色 を知 ら な い 場合 をあ

げて 不満 を示 した 点で あ る．同 じ こ とを メ ノ ン 自身が行 っ て い る の で あ る．

また ， 形 に よ る 色 の 規 定 は ， 少 しそ の 表 現 を変 えれ ば 聴 覚 な ど も含 め て ，

そ の ほか の 感覚 に も適用 可 能 とな り色 に 固有 の もの で は ない （76d9 −el ）．

そ う した 意味 で は 形 に 関 す る 二 つ の 規 定 は 色 の 定 義 の 試 み よ り優 れ て い

る ． しか し， 最初 の ソ ク ラ テ ス に よ る形 の 規 定 が 我 々 に と っ て 既 知で あ

る色 を用 い る の に 対 して ， メ ノ ン の 求 め に 応 じて 与 え られ た 形の 第二 の 規

定 は幾 何 学 的 な 概 念 と は い え立体 とい うこ こ で は 未規 定 の 概念 を使 っ て い

る． 別 の 言い 方 をす れ ば幾何学 的考察 をす る 際 に ，真 と し て 規 定 され た 立

体の （色や 堅 さ を持 た ない ） 定義 を前提 と して その まま使 っ て い る の で あ

る ．幾 何 学が 扱 う立体 や ， 平面 に はそ もそ も色 や 堅 さ とい う もの が 初 め か

らな い の で あ る． そ もそ も色や 堅 さの な い 形 か ら形 の
・
致 とい う こ とに よ

り， どの よ うに 色 と そ の 感 覚 を作 り出す こ とが で きる の で あ ろ うか ， 従 っ

て ， よ りよ い とい う言葉で 指 し示 され て い る の は ソ ク ラ テ ス に よ る 最初 の

形の 規 定 で あ る と理 解すべ きで あ る ．

　 こ こ で 三 つ の 規定が どの よ うな意図で 導入 され て い るか 考えて み よ うE

7 　R ．EA 】］en は 色 の 定 義 に 対 比 し て 前者の
tt

つ と 理 解 し て い る （7γhe　DicflfJs．（’s　t）fplato．　vol 　l

d984 ）comment ，　pp．128−9）．ブ ラ ッ ク は
一
べtl体 の 限 界 1 と い う定義 と取る．ク ラ イン は 「形 と は

色に常に 随伴す る もの 」 とす る，R．　S．　Bluck．θp．‘
・it

， p．254；　Jacob　Klcin、θp．t
’it．，　p．70．
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「形 は 存 在 す る もの の 中 で 唯 我 々 の 生 の 現 場 に 基づ く規定． 形 と

　　 常 に 色 に 随 伴 す る もの で 色 の 存 在 の 同 時 性 ， 形 に 種 類 あ り，

あ る、」　　　　　　　　　　 色 に も種 類 あ り， 形 と色 の 存在の 同

　　　　　　　　　　　　　　 時性 に よ り， 色 の もつ 性 質が 同時 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 形 と関 係 あ る 可 能性 あ り．

「形 は立 体 の 限 界 で あ る．」　 　 幾何学的規 定． 色 と堅 さが 不 在．

「色 は 視 覚 に 調和 しt 知 覚 さ れ 色そ の もの の 規 定の 不 完 全性 ．

た 形 の 流 出 で あ る．」

ソ ク ラ テ ス に よ る 形 の 最 初 の 規定 に は 重 要な
一

つ の 特 徴 が あ る ． 色 と形 の

必 然的 関係 で あ る ．我 々 が 生 きて い る 現実の 世 界で は ， 色が あ る と きは 形

が あ り， 形が あ る と きは 色 が あ る ， とい う関係が 常 に 成 立 して い る ． そ し

て ， 色 を我 々 は 知 っ て い る の で あ る ．我 々 は こ の 関係 を ソ ク ラ テ ス が 徳の

定 義 を試 み る 際の モ デ ル と して 提 示 して い る こ との 意味 を考慮 す る 必 要が

あ る． 何 らか の 形で 徳の 規定 を試み る際に 役立 つ もの と して ソ ク ラ テ ス は

語 る の で あ る ． ど の よ うな ヒ ン トとな るの で あ ろ うか ． そ れ は 冒頭 の 「徳

は 教 え られ た もの か 」 とい う問 い に 関 わ る． ソ ク ラ テ ス は こ れ に対 して ，

徳の 「何 で あ る か 」が 知 ら れ な い ときに 「どの よ うに あ る か 」 を知 る こ と

は で きない ， と回答 を避 け た． 同時に ， メ ノ ン とい う人間 を全 く知 らな い

場 合の 例 を挙げ た ， こ こ で ． こ の 問 い と形 の 最 初 の 規 定 を比 較 す る必 要 が

あ る． メ ノ ン の 「教 え られ た もの 」 とい う述 語 は， そ の 問い をた て る とき

に どこ か ら メ ノ ン の 心 に 浮 か ん だ もの で あ ろ うか ． そ の 点 を ソ ク ラ テ ス は

問 うて い る の で あ る ， 「徳」 と 「教 え られ た もの 」 とい う 二つ の 観 念 を結

び つ け る 中 項 を ソ ク ラ テ ス は メ ノ ン に 考え る よ う促 して い る の で あ る
8
，

そ して その こ と を， 形 と色 の 関係 をモ デ ル と して 類 比 的 に ， 考 え る よ う示

唆 して い る の で あ る． 徳 が 1
一
教 え られ た もの 」か ， と い う問 い は ， 対話 篇

9　 ク ラ イ ン は 形 と 色 の 関 係 を kn〔｝w ］cdge 　always 　accempanies ．　 excctlence と い う こ との モ デ ル と し

て 導入 して い る の だ と 解釈 し て い る．θp．cit．．　p．6e．徳 と気i亅識 の 同時性 の L張 と理 解す る 点で は

IE しい が ．形 に 徳 が 対応 し，知 識 に 色 が 対応 して い る と 考え る べ きで あ ろ う，ま た，よ く知 ら

れ た フ レ ーゲ の 宵の 明 屡 と 明 け の 明星 とい う異な る 意味 を持 つ 言葉が 金星 とい う指示対 象を共

有す る こ と に よ り，言蘖が 語る の は 異 な る 意味 に も拘 わ ら ず，そ の 同
・
性 を 語 り う る と い う 構

造 と あ る 点 で 似 た 点 が あ る．し か し，金星 は 「見 え る もの 」で あ る の に 対 して ，徳と 知識 は 見

る こ と が で きない ．真の 困難 は こ う した 見 る こ と に よ りそ の 同一性 を確 認 し得 な い ．徳 や 知 識

の よ うな存在の 同
一一

性 と そ の 閣 係 の 理 解 に あ る の で あ る．
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・

の こ の 地点 で は まだ 登 場 す る こ との ない 知 識 とい う中項 を介 して 初め て 成

立 し うる 問 い で あ る こ と を、 ソ ク ラ テ ス は メ ノ ン に 想起 す る よ うに 促 し て

い る の で あ る． 即 ち． 形 と色 との 関係 は徳 と知 識 の 関係 と類比 的で あ り．

知 識 が 「教 え られ た もの 」 で あ る な ら． 徳 も 「教 え ら れ た もの 」 とい う性

質を共有す る可 能性 が あ る の で あ る． こ の 検討 は 後半の 仮説 の 方法で 実際

に 試み られ る ， 更に 形 を規 定 す る こ の モ デ ル は 次 の こ とも示 唆 して い る ．

ソ ク ラ テ ス に特 徴 的 な主 張 と して 「徳 は知 識 で あ る 」 とい う 毛張 が あ げ ら

れ る こ とが あ る． しか し， そ の 実体 は必 ず し も明確 で は ない ， そ の 主 張 を

理解 す る た め の
一

つ の 示唆 を こ の モ デ ル は 与 え る． 即 ち ， こ の 主 張 は 徳 と

知識 との 端的な 同
一

性 を主張す る もの で は な く． 徳 と知識 は それ ぞ れ 別 の

もの で あ りなが ら． そ れ に も拘 わ らず． 徳 が あ る と こ ろ に は 知 識 が あ り，

知 識が あ る と こ ろ に は徳が あ る， とい う主 張 と して 理 解する な らよ り首肯

す る に 足 る 主張 とな る の で あ る． こ う し て t 徳が あ る場 合 に は 知識が あ り，

知識が あ る場合 に は 徳が あ る． す な わ ち，両 者は 外延 を等 し くする ， また ．

徳 に はそ の 部分 と して 正 義や節制． 勇気が あ り． 知識 に もそ の 部分 と して

幾何 学 ， 天文 学，代数 ． な どが あ る ． そ れ は 形 に 直 と曲， 色 に 白や 黒 ． 黄

色が あ る の と類比 的で あ る ． そ して ， 知識 が 「教 え られ た もの 」 な ら徳 も

何 らか の 形 で 「教え られ た もの 」 と言 い うる可能性 が ある こ とに な る ． こ

う して 徳 の 規 定 を再 度 試 み る準 備 が 整 え られ た． ソ ク ラ テ ス は メ ノ ン に 問

うた最初の 問い を再 び メ ノ ン に迫 り， メ ノ ン は 再度徳 とは 何か ， そ の 規定

に 挑戦する ．

2　探求 と想起

2，1　 メ ノ ン は シ モ ニ デ ス と思 わ れ る 詩 人 の 「美 しい もの を 喜び ， な し能

うこ と （X瓠 ρεw τε K αλo冗σ tK αiδbvασ θα 1）」（77b3） とい う言葉 を引 用 す る．

そ して ， こ れ を少 し変 更す る ，

　 　 M2 　「（a ）美 しい もの を欲 求 し，（b ）手 に 入 れ る こ とが で き る こ と

（遣π tθV μO ｛）Vτα τ（hv　K αλd｝V δVV α τbv εiva！ π O ρtζεσ θαn ）」．

ソ ク ラ テ ス は す ぐこ の 規 定 に 対 して 修 IE を迫 る ． （1） 美 しい もの を欲求
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す る と い う こ と は 善 を 欲 求 す る こ とで は な い か
9
． そ して ． 万 人が 善 を望

む の で あ り． 悪 を欲求す る 人 は い な い の で は な い か ． した が っ て ， （2 ）

徳の 条件 と して メ ノ ン の 言 う規定 の 前半 （a ） は 不要 で あ り， （b ）の み

が 徳の 条件 とな る の で は な い か ， と 言うの で あ る． こ れ に 対 して ， メ ノ ン

は 悪 を 欲 求 す る 人 も い る ， と主 張 す る ． こ こ か ら． 78a6， 78b1 −2 で 「誰 も

悪 を望 む もの は い な い （。叡 dp α 恥もλε τα t τd　K α 魚 ob δε   」 と い うこ とが

確認 さ れ る まで 0）議 論 は そ れ 自身 で 詳細 な検 討 を要す る ． ソ ク ラ テ ス の 思

索の 根幹 に 関 わ る 事柄が 考察 され て い る か らで あ る ． しか し， 今 は そ の 結

論 だ け を確 認 して 今 まで の 考察 に 関連 す る こ との み を取 り Lげ た い ．

2．2 　善 き もの を健 康 や 金銀 な どの 富 ， 名 誉 以 外 に は な い とす る メ ノ ン

（78d ） に ソ ク ラ テ ス は こ れ らの 獲 得 に 際 して ， 正 義 や 節 制 ， 敬虔 な ど他

の 徳 が必 要 なの で は な い か と問 い ， メ ノ ン は こ れ を承 認 す る （78e ）． す る

と．徳 が 徳 で あ るため に は こ れ ら善 きもの を獲得 す る能 力 と して の 徳以 外

に 正義 な どの 徳 の 部 分 を必要 とす る とい う循環 に 陥 る ， す なわ ち，す べ て

の 行為 は ，徳 の 部 分 を 伴 う と き に徳 で あ る こ とに な る （79c7−8）， こ こ で ソ

ク ラ テ ス は 新 た に SI と は 異な る 別 の 知識 の 構造 を メ ノ ン に 提 示す る ，

　　 S5　「徳 を知 らず して ，徳 の 部分が何 で あ る か を知 る こ とが で きる か 」

（79c8 −9 ）．

　 こ れ は 　S1 「「何 で あ る か 」 が 知 られ な い と きに 「どの よ うに あ る か 」

を知 る こ とは で きない 」 と い う知 の 秩 序 とは 別 の 知 の 秩序 で あ る ． こ の テ

ーゼ の 意味す る と こ ろ は 「部 分 を知 る こ と と， そ の 部 分 の 全 体 を知 る こ と

とは 同 じこ とで あ る」 とい う こ とで あ る
10
． そ して ． ソ ク ラ テ ス は メ ノ ン

の よ うに 答え る こ とは 求め られ て い る 問 い に ， 知 ら れ て い な い もの に よ り

答え る の と同 じで あ る ． となす． そ の 際に ， 形 に 関 する ソ ク ラ テ ス の 回答

9 　 こ び培 ll分 は 『饗宴』の エ ロ ース が 芙へ の 欲求 と され な が ら も．最終 的 に は 善へ の エ ロ
ー

ス

と修 IE さ れ る こ こ と揆を一に し て い る ，こ の 筒所の 議論が，ソ 7 ラ テ ス の 基本的な 11張 で あ る
一
誰も 悪を望 む も の は い な い 」 こ と を 確 認 す る 場 面 で あ る こ と に 関 係 す る．

1f｝ 本 質 の 知 と部分 の 知 （あ る い は 具体例） の †tl．iM
・Hiに 聞 わ る こ の 喜モ張 は 峙 に Socratic　Fallacv

と Gcuch に よ り命名さ れ 論 じ ら れ た こ と は よ く矧 ら れ て い る ．　 P．　T ．　Geueh ，　
”
Plate

’
s　Ettrh．、

’
phrt）　：　An

Analysis　and 　Coninie［lt21rン．
”

iVf （・nist 、　No ．　50　 q966 ｝，pp．369−382．我 々 は こ こ で 存在者の 同定 と述 定

との 問題 が 別で あ り，そ の 両与が 「メ ノ ン 1 で 問題 と な っ て い る こ とを確認す る こ とが で きる．
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に 言 及 し， メ ノ ン が こ れ を想起す る よ うに 促す． こ の 言及は 冒頭か らの 問

い が 一
貫 して 問 わ れ て い る こ とを意 図的 に 示 して い る ． そ して r 改 め て メ

ノ ン あ る い は そ の 友 入が 徳 を何 で あ る と言 うの か と
，

と問 うの で あ る ． そ

の 際 に， メ ノ ン は ソ ク ラ テ ス を シ ビ レ エ イに 喩 え る． よ く知 ら れ た箇 所 で

あ る ．同時に メ ノ ン は対話 篇 中 で あ る 意 味で は 最 大の ア ポ リア を提 出 す る ．

こ れ は 「探求の ア ポ リ ア 」 と呼 ば れ て い る ．

　　M3 　「そ の 何 で ある か を全然知 らな い もの を どの よ うな方法 で探 求 す

る の か ，知 ら な い こ との うち の どの ような もの を措 定 し探求す る の か ．幸

運 に 射当て た と して ， ど う して ， それ が知 らなか っ た もの で あ る と知 る こ

とが で きる か 」（80d5−8），

こ れ を ソ ク ラ テ ス は論争家 的 な議論 と呼び ， 次の よ うに言 い 換 え る．

　　S6 「人 間 は 知 っ て い る こ と も， 知 ら な い こ とも探求 で きな い ． 知 っ

て い る の だ か ら， 知 っ て い る もの を探 求で きな い ．探 求す べ き もの を知 ら

ない の だか ら知 らない もの を探 求する こ とは で きない 」（80e1−5）．

こ れ は メ ノ ン の ソ ク ラ テ ス に 対 す る真の 挑 戦で あ る ， 対話篇冒頭 の メ ノ ン

に よ る 意図的な 問 い に 対 して ， ソ ク ラ テ ス は S1 に よ りカ ウ ン タ
ーパ ン チ

と も言 うべ き， メ ノ ンが 予期 しない 打 撃 を メ ノ ン に 与 えた． 今度 は メ ノ ン

が ， ソ ク ラ テ ス の 徳の 探 求 の 要 求 に 対 して ソ ク ラ テ ス が 用 い た そ の 同 じ論

理 で 反 論 しよ うとす るの で あ る ． こ の 反撃 は 通 常 「探 求 の パ ラ ド ッ ク ス 」

と呼ば れ て い る． そ して ， こ れ は 形の 上 で は ， 徳の 「何 で あ る か」 とい う

探 求に 対す る ア ポ リ ア と して 提 示 され て い る ．確 か に そ れ は テ キ ス ト上 で

はそ の 通 りで あ る ． しか し， こ の パ ラ ド ッ ク ス が 目指す 射程 は も っ と広 範

囲 に及 ぶ もの で あ る ． そ の こ とを次 に確 認 しよ う， そ の た め に は ， この パ

ラ ド ッ ク ス が 登 場す る 文 脈 を見 る 必 要 が あ る ．

2．3　この 箇所の 直前で ソ ク ラ テ ス は ， メ ノ ン の 「人 は 悪 も善 も同 じよ う

に欲求 す る 」 とい う主 張 に 対 して， 厂人 が悪 を望 む こ と は な い 」 こ とを論

証 した （78a6， 78b1 −2）， す なわ ち， 人 は
一義的 に 善 を欲求す る ， と ソ ク ラ

テ ス は 主張 す るの で あ る ． こ れ は メ ノ ン の 徳の 規 定で あ る M2 の 前 半の 条

件 （a ）「美 しい もの を欲 求 し」 と い う部 分 を無 意 味な 主 張 と なす ． す る

と， 人 が 皆例外 な く善 を求 め る 以 ヒ，何 らか の 形で 善 を知 らな けれ ば な ら

ない ．知 らない もの を求 め る こ とはで きない か らで あ る ． また 。 求め る も
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の を 予に して も． 善を知 らな い な ら． そ れが 求め た善で あ る とどの よ うに

確 認で きる か ， と い う問題 が 生 じる． 人 は 一一一
義 的 に 善を 求め る ， と い うソ

ク ラ テ ス の 主 張 自体が 意 味 を持 つ 条件 を メ ノ ン は 問 うて い る の で あ る ， さ

ら に また， 善 を求め る 人が す で に 善 を知 っ て い る な ら， そ れ は何 らか の 形

で す で に 存在 して お り， そ う した 意味で 求 め る 必 要 は な い の で あ る
1【
， さ

ら に も う　
・
つ の 大 きな問題 が 生 じる． 人が

一
義的 に 善 を欲求 し追 求す る の

な ら． 人 は 何 故悪 を為 す の か ． とい う問題 で あ る ． こ れ は 言 うまで もな く

ア ク ラ シ ア の 問題 に 繋が る ．探 求の ア ポ リ ア は 理 論的探 求の もつ ア ポ リ ア

とい う以 前 に． 実 は我 々 の 行為 の 構造 その もの が 持 つ 問 題性 に根 ざした ア

ポ リア な の で あ る ．

　 こ の ア ポ リア に 対 して ソ ク ラ テ ス は 問題 を解 く鍵 と して 想起説を語 り始

め る． 人間の 魂 は不死 で あ り， 何度 も生 まれ変 わ り，此 の 地 と彼 の 黄泉の

国 に あ る 金 て の もの を既 に 見 て お り， 学 ん で い な い もの は な い ， 学ぶ こ と

は 全体 と して 想起 で あ る ， とい うの で あ る （81cd）． そ して ． 想起 の 具体

例 と して ． 奴隷 少 年 と ソ ク ラ テ ス との 問で 展 開 され る， よ く知 ら れ た所 与

の 正方形 の 面積 を二 倍化 す る方法 の 発 見が語 られ る． 次の 課題 は． 想起の

具体例 と して 提示 され た 正 方形の 面積の 二 倍化モ デ ル は 何 を意味 して い る

の か ， と い う問題 で あ る ．

3　幾何学の 方法と仮設

3．1 議論 を始 め る に あ た っ て ． ソ ク ラ テ ス は 少 年 が ギ リ シ ア 人 で あ りギ

リ シ ア 語 を話す こ とを確 認 す る （82b4）． こ れ は ギ リ シ ア 人 で あ る こ と，

ギ リ シア 語 が 話せ る こ とが 問題 と され て い る の で は な い ． 言葉 で 話 し合 う

こ とが で きる か ， デ ィ ア レ ク テ ィ ケ
ー が 可 能 か を 確 認 して い る の で あ る ．

次に ， 正 方形の 二 倍 化 の 問題 と は 何 を意味 して い る の か を考察 しよ う．

M こ れ は お そ ら く ［徳 は教 え ら れ た も の か 1と い う 冒 頭 の メ ノ ン の 問 い と類 比 的 な構造 を 持 つ ．

徳が す で に 存在 し，それが教 え られた もの として 存在 して い る な ら，それを探求す る 必然性 は

な い の で あ る 　 徳 を f一に 人 れ る 確 実 な 方 法 は 端 的 に 教 え て くれ る 八 に 教 授 を 乞 い さ え す れ ば よ

い の で あ る．
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　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　図 1

　 一
辺 （AB ）が 2 ブ ー ス の 正 方形 の 面 積 を 二 倍 に す る こ とが 少 年 に 課 せ

られ た 課題 で あ る．所 与の 正 方形 の 面 積 は 4 平 方ブ ー ス で あ る ． 少年 は，

最 初 に 二 倍化す る と い うこ とか ら， 求 め られ て い る正 方形 の 辺 を 二 倍の 長

さ となす、 す る と面積は 四 倍 の 16平 方 ブ ー
ス とな る ． そ の 指摘 に 4 と 2

の 中 間で あ る． 3 ブ ー
ス とす る ， こ の 場 合 も 9 平 方ブー ス と な り大 きす ぎ

る ．結果的 に は所 与 の 正 方形の 対角線 DB を
一
辺 とする正 方形が 求め られ

て い る 二 倍の 面 積 8 平 方 ブ ー ス で あ る正 方形 とな る ． こ の 二 倍 化 を 巡 る議

論は よ く知 られ て い る の で ，詳説す る 必要 は ない ． 問題 は こ の 所与の 正方

形の 二 倍化 とい う課 題 とそ の 解決 が こ こ で 想起の 例 と して 語 られ る こ との

意味 は何 か， とい うこ とで あ る． 従来 は こ の 箇所 をた だ想 起 の 具体例 と し

て の み 取 り上 げ て きた ． した が っ て ， こ こ で 展 開 さ れ る 議論 は， 少年 が，

ソ ク ラテ ス が想 起 と呼ぶ 過程 を経 て 所与 の 正 方形の 二 倍化 と い う今 まで 教

わ っ た こ と の な い 幾何学 的 な 方法 あ る い は 真理 を発 見す る と い うもの で あ

る． しか し， こ こで 提示 され る 具体 例 は 単 に与 え られ た正 方形の 面積 の 二

倍化 の 方 法 に 関す る 想起 に 尽 きる もの で は ない ． こ こ で プ ラ トン は 数学 の

基 本性格 とそ の 方法 を提 示 して い る の で あ る． そ の 意 味 は次 の よ うに 理 解

で きる．

3．2　まず ， こ こ で は 二 つ の 正 方形 ABCD と正 方形 BMND の 問 に 存す る
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必然的 関係が 問題 とな っ て い る． 想起の 具体例 と され る こ とが ら，す なわ

ち，所 与の IE 方 形 ABCD の 対 角 線が 求 め ら れ た正 方形 の
一

辺 を構 成 す る

と い うこ との 発 見は ， 正 方 形 の 何 で あ る か とい う本 質あ る い は 定義に よ り

決 ま っ て い る こ とで あ る ．正 方 形 の 何 で あ る か が 知 ら れ て い る と きに 二

つ の Ekl方 形 ABCD と BMND に つ い て どの よ うな こ とが 語 りうる だ ろ うか ．

こ の 場 合 は形 に お い て は 相似形 ， その 面積 （量 ） に お い て は二 倍 とい う関

係が 必 然 的 に 成 立 す る と い う こ とで あ る ． 少年 は幾 何学 を学 ん だ こ とは な

い ． その 少年が 正 しい 結 論 に 至 る の は ，何 に よる の で あ ろ うか 、 正方形 の

定義 を 知 っ て い る とは 考え られ な い ． す な わ ち． 正 方形 の 何 で あ るか の 知

識 を持 っ て い る とい う意味 で 知 っ て い る わ け で は ない ， しか し， 少 な くと

も足 ドに 描 か れ た 正 方形 を 正方 形 と して 認 識 す る こ とは で きる ．正 方形 を

正 方形 と して 同 定か で きる の で あ る． そ の こ とに よ り， ソ ク ラ テ ス との 対

話 を通 じて 正方 形 の 何 で あ る か の 想起 に 順 次 至 る こ とを示 して い る． そ し

て ， 正 方形の 何 で あ る か の 想 起 とそ れ が どの よ うに あ る か ， と い うこ との

想 起 は 相携 えて 成 立 す る と 考 え られ る 。 Sl の 「何 で あ る か が 知 られ な い

と きに どの よ うに あ る か を知 る こ と は で きな い
．

1
と S5 の 「徳 を知 らず し

て ， 徳の 部分 が 何で あ る か を知 る こ とが で きな い 」 と密接 に 結び つ い て い

る こ とが 分か る ． 部分 は あ る 意味 で は そ の 具 体例 だ か ら で あ る ，二 つ の 正

方形 ABCD と BMND が 椙 似 形で あ る と認 識す る こ とは 同時 に 二 つ の 正 方

形 を
一

つ の 正 方形 と して 認 識 す る こ とで もあ る ． また， 学 ぶ とい うこ とが

全体 と して 想 起で あ る とい う主 張 が探 求 の ア ポ リ ア に対す る 回 答 として 提

示 され て い る こ と も理 解可 能 と な る．

　 次 に ，求 め られ た 二 倍 化 が 可能 とな る の は LE方形の 対 角線の 発 見 に よ る．

対 角線 の 発 見 は 同 時 に 無理 数 とい う もの の 存 在 の 発 見 で も あ る． 無 理 数

の 発 見 は 何 を意味す る の で あ ろ うか ． それ に よ り正方形の 二 倍 化の み な ら

ず ． 三 倍 化． 五 倍 化 ， N 倍 化が 可 能 に な る と い う こ とで あ る．　 vう や v弓 の

み な らず面 の 作 図 が 原理 的 に 可 能で あ れ ば， こ の こ と は可 能 と な る， さ

ら に そ の こ と は何 を意味す る で あ ろ うか ． 任意 の 正 方形 を 単位 と し て そ の

N 倍化 が可 能 とな り，それ ら を （幾何学的量 として で はな く）数学的 に （算

術 的 量 と して ）扱 う こ とが で きる こ と に なる の で あ る （お そ ら くすべ て の

量 を， す なわ ち， 線分． 平面， ，

’
ll方体 を別 々 の 次数 を為 す もの と し て で は
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な く．
一・

つ の 次 数 の も と で rationat に 扱 う こ と が 可 能 と な る ＞E プ ラ ト ン

が こ こで 無理数の 発 見を導入 する真 の 意図は そ の こ とに 関わ る と考え られ

る
12
，無理 数は 自然 数 に よ り表す こ とは で きな い ． しか し、比 例 をな す 数

学 的量の 初項 を単位 と して ， 無理 数 を幾何学上 の あ る量 と して 表現 で きる

こ とに なれ ば， 幾 何 学 的 な 量 と算術 的 な量 とが 全 く独 立で 次元の 異 なる も

の と して の み 扱 われ る の で は な く． 相互的 な対 応 関係 が 成 立 し， 幾何学 的

な量 を算術的 な 量 と して 扱 うこ とが 叮能 と な る ． こ の こ とは， デ カ ル トが

普 遍 数 学 を考 え t 解 析幾何学 を 考え出 す契機 と なる もの と同 じで あ る
13
．

無 理 数の 発 見は こ の よ うに数 学 に と っ て 重 要 な意 味 を持 つ もの と な る ． プ

ラ トン が 想起の 例 と し て 無理 数 を持 ち 出す の は 数学の 本 質 に 関 わ る か らで

あ る． そ れ で は こ う した 正 方 形 の 面積 の N 倍化 を可 能 な ら しめ る面 は ど

の よ うに 作図可能で あろ うか ．

A

2

2 D

E
ノ

ノ肥』
B

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図 II

図 IIの よ うに ， 単位 と な る 長 さ く線分 BG ） が 1 と して 与 え られ ，　 a とい

う長 さ （線 分 GE ） が与 え られ る と きに而 は 半 円 の 直径 上 で 1 と a を分か

i2 『テ ア イテ トス 』で は 無理数 は，正 方形 の
一辺 を 掛 け A わ せ て で き る ［E方形数 に 対 して ，長

方形数 とい う形 で一
般化 して 語ら れ て い る．『テ ア イテ トス 』 t47c−148b，

t3 小林道夫，『デ カ ル トの 自然哲学亅，岩波書店．1996 年．1 『規 則論』 の 過 渡的 思 想，
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つ 点 G ヒで 円に 内接 す る 飛 線の 長 さで あ る線分 FG と して 与 え られ る ． プ

ラ トン は こ う した 任 意 の 無 理 数 の 作 図 に つ い て どの よ う に 考 え て い た で あ

ろ うか ． 次 に ， そ の 点 を 『メ ノ ン． の 中 に 登場す る 第 ：の 幾何学的議論 を

手が か りに考えて み る．

3．3　 第二 の 幾 何 学 的 考察 は 仮 設 の 方 法 の 場 面 で 登 場 す る ． 探 求 の ア ポ リ

ア に対 して 想起 と い う事柄 を提 示 した あ とで ソ ク ラ テ ス は メ ノ ン に 当初 の

課 題 で あ る ， 徳の 「何 で あ る か 一
1

を共 に 探 求 し． 想起 す る よ う に 求 め る．

こ れ に 対 して メ ノ ン は 頑 に 最初 の 三 つ の 選 択 肢， 徳 が 教 え られ た もの か，

習 熟 に よ る の か ， 生 まれ つ きの 素 質 に よ る か ． を探 求 し よ う と主 張 す る，

そ こ で ソ ク ラ テ ス は ，徳 の 「何 で あ るか 」 が 先 に 探 求 され る べ きこ とを 再

説 しつ つ も， や む を得ず に 仮 設の 方法 に よ りメ ノ ンの 求 め に 応 じて ． 徳 が

教 えられ た もの か否か を考察す る こ と とな る ， こ こで 幾何学 の 方法 とそ の

具体例 が 再 度 登場 す る ． こ の 部 分 は ス テ フ ァ ヌ ス 版 テ キ ス トで 僅か 6 行で

しか な い ． 非常 に 簡潔 に語 られ て お り． そ こ で 語 られ て い る具 体的な 作 図

が どの よ うな もの か を示 す こ と は 大 変 困難 で あ る． そ の 解釈の 試み は 数 十

に 及 ん で い る
14
． 今 は こ こ に 語 られ て い る 具 体的 な 図 形 の 解 釈 の 詳 論 を避

け ， そ の 導 入の 意 味 を 『メ ノ ン』 篇全 体 の 議 論 との 関 連で 取 り上 げ た い ．

こ の 部分 を便宜 的 に 次 の よ うに分 節 す る ，

1，幾 何学 者 に 図 形 に つ い て 次 の よ う に 問 うた 場 合， 「こ の 図形 を 匚同 面

　 積の ］三 角形 と して こ の 円に 内接 させ る こ と は可 能 で あ る か 」 （86e6−

　 87aD ．

2． 幾 何 学 者は 答 え る， ［こ の 図 形が そ の よ うな性 質 を持 つ か 未だ 分 か

　 ら な い ， こ の よ うな 事柄 に は あ る 仮 設 が 役 に 立 つ よ う に 思 わ れ る 」

　 （86al＿3）．

3．il 与 え られ た ［そ の ］ 辺 の 線 分 に 沿 っ て の び た そ の 図 形 （τob τo τ6

　xcoptov）が 延 長 し た分だ け欠 い て い る場合
一

つ の こ とが 帰結す る よ う

　 に 思 わ れ る 1（86a3　−6）．

3，2 「そ の よ うなあ り方 が 不 可能 な ら別 の こ とが 帰結 す る 」（86a6−7＞．

14 ブ ラ ッ ク ，op ．〔』it．．　 Appendix ．　pp．441 以 ド参照．
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4． 「仮 設 を立 て て ， そ の 図 形 の 円 へ の 内接 が 可能 か 否 か そ の 帰 結 を私

　 は語 りた い 」（87a7 −b2）．

5． 「徳 に つ い て もそ の よ うに 」（87b2）．

　最 初の 分 節 で は （1 ） 特 定 の 平 面 図 形 を （2 ） 同 面積 の 三 角 形 に 変 形

して 所 与 の （3 ） 円に 内 接可 能 か 否 か， を問 うもの と考 え られ る． こ の

場 合 に （1 ）の 平面 図形 が ど の よ うな 平 面 図形 か が 問題 と な る ． こ の 図

形 を最初 の 幾 何学的場 面 で 登 場 す る二 倍 化 され た 正方形 とす る ． （図 IIの

ABCD ） 次の （2 ） は i 角 形 と指 定 され て い る か ら 問題 は な い ． 少 な くと

も こ の 正 方形 と ； 角形 は 同面 積 で あ る こ とが 条件 とな っ て い る と い うこ

とが で き る ． そ うで な け れ ば ． 与 え ら れ た 平面 図形 と三 角形 は 何 の 関係 も

ない 二 つ の 独立 した もの とな り， 円 へ の 内接 を問 うこ とに意味が ない で あ

ろ う． 第三 段 落 3．1 で は 実 質的 な 仮 定 が 為 され る ． 無 理 数 と して 与 え ら れ

た 正 方形 の
一

辺 を延 長 し， その 延 長線 分 を新 た に 変形 して 作図 され る 三 角

形の 底辺 とす る ． した が っ て 図 llの 三 角形 BED と考 え られ る ． す る と一．：

倍化 され た正 方形の
一．・

辺 を垂線 （DC ） と して そ の 反 対 側 に 同 じ形 の 三 角

形が 成 立す る （r 角形 CED ）． そ の 旺 角形 は 二 倍 化 され た も と の 正 方形の

面積 の 半 分 で あ る か ら， 延 長 線 ヒに 新 た に 作 ら れ た三 角形 （三 角形 CED ）

と もとの 正 方形 の 半分 〔三 角 形 BCD ） は 等 しい こ と に な る． 「延 長 （面 τ6

τb　nα pατεταpEVOV）」 を欠 く とい う表 現 は こ の こ と を指 して い る と 考 え ら

れ る ． こ の よ う に理 解 す る と実 質 的 に A ．Benecke の 解 釈
15

と同 じ こ と に

なる ， こ の よ うに 理 解 した 上 で ， こ の 仮 説が 対話 篇 全体の 議 論に どの よ う

な光 を投 げか け るの か を 考察 し て み よ う．

3．4　まず ， 最 初 に 気づ くの は 正 方形 ，
三 角形 ， 当該 の 三 角形 の 円 へ の 内

接 とい う三 つ の 事柄が 関連す る もの と して 語 られ て い る ． こ れ は最 後 の 5

段 落 で 徳 の 考 察 の た め の 具体 的例 示 とされ て い る の で ， 今考察 して い る 徳

の 問題 に 何 らか の 対 応関係 が な けれ ば な ら な い ． さ ら に ， こ の 対比 に 対話

【5 ブ ラ ッ ク ，θp．c
’it．．　 Appcndix ，　pp．447 −8 以 下参 照 ．円 の 描 画 に つ い て は 直接 に 言及 され て い な

い が ，同 じ箇所 の コ メ ン トが 言及 し て い る に シ ュ ル ツ が 指 摘 す る よ う に 74d−c で 直 と 曲 に つ い

て ソ ク ラ テ ス が述 べ る 際 に．所 与の 正 方形 に 適用 して い る と考え れ ば，理 解 叮能 とな る．
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篇の 最 初の 部 分で 徳 を定義 す る モ デ ル と して 提示 さ れ た 形 と色の 例 を対 応

形 は 常 に 色 に随 伴す る とされ た ．

外延 を等 し くす る ．

の で あ る ．

よ うに そ れ ぞ れ 異 な る もの だ が ，

す と きに 形 を変 え られ た図形は ． す な わ ち，

形 は 円 と内接す る とい う性 質を持つ ，

との 正 方形 と同 面積 の 三 角形 （お そ ら く正 方形 の
一・
辺 を 共有す る ） が あ る

条件 を 満 た す な ら ． 円 に 内接 す る とい う性 質 を 同 じ よ うに 必 然 的 に 持 つ ．

とい うこ とで あ る
16
． 同様に ，徳 に 関 して あ る 仮設 を設定す る．徳 を知識

と （等 しい と） 仮 定す る の で あ る ．徳 と知識 の 間 に ，正 方形 と三 角形の 面

積 を等 し くす る とい う条件 を設 定 した よ うに， こ の 関 係 を適 用 し， 知 識 が

特 定 の 属性 を持 つ な ら． そ の 存在の 外延 を等 し くす る 徳 も何 らか の 形 で 知

識 の 属性 を共有す る とい うの で ある
17
． こ の 仮設の 結果，知識の もつ 属性

と して 「教 え られ た もの 」 と い う性 質 が疑 う余 地 の な い こ とと して 承認 さ

れ る．す る と， メ ノ ン が あれ ほ ど答 え を求 め た徳 は教 え られ た もの か ど う

か ， とい う問 い は 簡 単に 答え ら れ る こ とに な る ． 徳 が 知 識な ら． 知識 は 存

させ て み る　 す る と次 の よ うな対 応 関係 を見 る こ と が で きる ．

　IF．方形 　 （＝同面 積 ＝）　　　 三 角形　　　　三 角形 の 持 つ 性 質 と して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の 円 へ の 内接 （どの よ う

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に あ る か ）

　徳 （外延 を 等 し くす る ） 知 識 　 教 え ら れ た もの

　形 （外延 を等 しくす る） 色 一 色の 持 つ 属性

　　　　　　　　　　　　　　 そ の 意味で ． 言わ ば． 両 者は そ の 存在の

　　　　　　　　 徳 と 知識 との 関係 も同 じよ うな もの と仮 定 す る とい う

　　　　 同 じよ うな関係． す な わ ち． rE方形 と 三 角形 は 徳 と知識 と同 じ

　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 そ れ が 同 面積 で ， しか もあ る 条件 を満 た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 もとの iF．方形 と 同面積 の 三 角

　　　　　　　　　　　　　　　　 とい うの で ある ， こ こ で の 要 点は も

16 仮設 の 例 と して 提出 さ れ て い る ｛角形の 円 へ の 内接 と い う属 性 を こ こ て 持 ち出す意味 に つ い

て，さ ら に 次 の よ うな 想定を す る こ と も［］J
’
能 で あ る と 考え ら れ る、当初の 幾何学的場 而の 要点

は IIこ方形 の 面積 の ：倍化 は 対角線 とい う形 で 示 さ れ る 無 理 数 の 存在の 発 見 に 依存 して い た．そ

の 底 辺 を 料 りの 直径 と 同 じ く し．そ の 料 qに 内接す る 三角形 は 直角 三角形 で あ る．そ して ．
！tc・

円 に 直角 に お い て 内 接 す る 三角 形の 内接点 か ら 直径 に お ろ し た 垂線 は ，そ の 薩 線が 分か つ 直径

の 片方 の 長 さを 単位 と して 設定す る と，残 りの 直径 の 割 合の 無 理 数 を形 成 す る．し た が っ て ．

こ の 箇所は 最初 の 幾何学的部分 で 要 点 とな る 任意 の 無 理 数 の 抽 出 法 を語 っ て い る叮能性が あ る．

17 止 方形が．三角形が 内接 す る 同 じ 円 に ，ま た ．内 擾 す る と は ，
−
Fい 得 な い か も 知 れ な い ，しか し．

丿匸の 正 方形 の 1倍 の 面積 を 持 つ il
−1ノ∫形 は 同 じ1［Jに 内接 す る ．
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在す る もの の なか で と りわ け教 え られ た もの とい う特 性 を 持つ か ら， 徳 も

教 え られ た もの と答え る こ とが 可能 とな る の で ある ．

　こ うして 対話篇 冒頭 の 問題 は 一 見す る と落 着 した か の よ うに見 える ． し

か し，実 は こ こ か ら ソ ク ラ テ ス の 吟味， す な わ ち， 数学の 方法 と は 異 なる

哲学の 吟味 が 始 ま るの で あ る ，徳が 教 え られ た もの な ら ， 徳 を学ぶ 人 とそ

れ を教 える徳 の 教 師が い る は ずで あ る ， と 言 うの で あ る ， そ して ， 結果的

に は 徳の 教 師が 存在 しな い ， と ソ ク ラ テ ス は 言 う． す る と徳 の 教 師 の 不在

の 確認 と同 時 に徳が 知識で あ る こ と と， 教 え られ た もの で ある こ とが 否定

され る こ と に な る． そ こ で 新 た に 徳の 候 補 と して 真 判 断 （dλnefig　86ila） が

登場す る． 真判断 は知 識 に 劣 らず行為 に於 い て 有用 で 善 き もの を もた らす

とい う理 由 に よ る （98b）． こ う し て ， 長 い 議論 の 果 て に 徳が 知 識 で あ る こ

とが 否定 され ， 真判断の 可能性 が 示唆 され る ． そ れ は t 言は ば． 神懸か り

の よ うに 人 に与 え られ る の だ と い う形 で 対話 篇 は 終 わ る こ とに な る ． こ れ

が ， 徳 が 教 え られ た もの か 否か と い う問い に 対 して ， 対話篇が与 えた 結 末

で あ る か の よ うな 印象を読む 人 に あ た え る． しか し． 対 話篇の 表面 で は な

く， よ くよ く全 体の 議 論 の 構 造 そ の もの を考 え る と， そ こ に は 全 く別の 姿

が 浮 か び 上 が っ て くる． 最後 に ， そ の こ とを確 認 し よ う、

3，5 対 話 篇 終 わ りの 言 葉 と して ソ ク ラ テ ス は 「徳 が どの よ うに 人 に備 わ

る か 」 と い う こ と よ り， 「徳が 何 か 」 を 知 る こ とが 先 に あ り， そ れ が知 ら

れ た と きに 備 わ る 仕 方 も分 か る ， と再 度 そ の 原則 的 主 張 を繰 り返 す ． そ

の こ と は T 結論 の よ うに 見え る こ の 結 末が 実 は 結 論 で な い こ と を明確 に 示

し て い る ． そ れ は 何 で あ ろ うか． 実 は 徳 で あ る 可 能性 を持 つ もの と して 仮

定 され た知 識 に 関 し て こ の 原 則 を議論の 過程で 無視 した結 果， こ の 結末 に

至 り着い て い る か らで あ る ． そ れ は どの 場面 か とい えば ， 徳 に 関す る 仮設

の 場面で あ る ， そ こ で は 知 識 が教 え られ た もの で あ る こ と を無条件 に 容認

し，そ の 前提 の も とで 知識 と徳 との 同
一 性 を問題 と した ． しか し，S1 「「何

で あ る か 」が 知 られ な い と きに 「どの よ うに あ るか 」 を知 る こ とは で きな

い 」 とい う ソ ク ラ テ ス の 原 則 を こ の 知 識 に つ い て も， 徳 と同様 に ， 適 用 し

な けれ ば な らな か っ た の で あ る ． すな わ ち， 知識 の 何で あ るか を知 らな い

うち は， そ れ が 教 え られ た もの か 否か を我 々 は 原理 的 に 知 り得 な い の で あ

る． そ の 点 を問 うこ とな しに ， メ ノ ン と ソ ク ラ テ ス は， 知識 は教え られた

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society of Philosophy of Tokyo Metropolitan University

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　of 　Phllosophy 　of 　Tokyo 　Metropolltan 　Unlverslty

数 学の 方法 と哲学 の 方法 21

もの で あ る こ と を 無 条 件 に 容 認 した ． こ こ に 問題 が あ っ た の で あ る ， そ の

結果 ，徳の 教 師が 存在 しない の で ．徳 は 知識 で ない こ とに な っ た ． しか し．

知 識が 教 え られ た もの で は ない な ら． つ ま り， こ の 仮設 が 間違 っ て い る な

ら， 知 識 が 徳 で あ る こ と， あ る い は ． 徳が 知 識 で あ る こ との ロ∫能性 は残 る

の で あ る ．徳 の 教師 が い な い と きに 徳 を学 ぶ こ と は で きな い の で あ ろ うか ．

徳 の 教 師 が い な くと も人 は 徳 を学 ぶ こ と は で き る の で は な い の か ． 徳 あ

る い は ， 知識 を教 え られ た もの と想 定 した そ の 想 定が 問題 な の で は な い の

か ． 人が 徳 を学 び， 知識 を学ぶ とい うこ とは 教 師 と称す る 人に 教えて もら

うこ とで は な く， む しろ ， 自 ら想起 すべ きこ と な の で は なか ろ うか ． 学ぶ

とい う こ とは全 体 と して 想起 だ， とい う主張 は そ うい う意味で 語 ら れ て い

る の で あ り ， そ の 意 味 を理 解 す る な ら ば ， 徳の 教師の 不 在は 徳が 知 識で あ

る こ との 不 可 能件 を帰 結 す る もの で は な い ． そ れ が 対 話 篇 全 体 の 意図で は

な か ろ うか ．

　 もう　・
つ の 結論 は ．対 話篇全 体 を通 じて 数学 の 方法 と哲学の 方法 とが 明

らか に 意 図的 に 対 比 され て い る とい う こ とで あ る ． そ れ は仮 設 の 場 面で 特

に 明 らか で あ る． 幾 何 学 の 場合 は正 方形や 三 角形． 円の 何で あ る か が定義

あ る い は 同 意 に よ り与え ら れ て い る
］8
， そ の 何 で あ る か を仮定 し て． 無

条件 に 真理 と す る の で あ る ， そ して ， あ る特 定 の 条件 を満 た せ ば つ ま

り仮 設 の 方法 の よ うな場 面 が あれ ば 当該の 三 角形が 円 に 内接す る とい う属

性 を もつ こ とが必 然 的 に 結 論 と して 導出 叮能で あ る ． そ して ， お そ ら くそ

れ と は逆 の 意味 で あ る 条件 を充た す 三 角形 が 半円 に 内接 す る な らば別の 帰

結 ， す な わ ち，任意 の 無理 数の 抽 出が 可能 とな る の で あ る ．仮設 の 方 法 の

箇 所 の 3．2 の 段 落
「
そ の よ うな あ り方 が 不 ・∫能 な ら別 の こ とが 帰 結 す る 」

（96a6−7） と い う言葉 は． 直接 に は 当該三 角形 の 円 へ の 内接 の 否定 を意 味

す る よ うに 見 られ る が ． 間接 的 に は こ の よ うな状 況 を示峻 す る可 能性 が

あ る ．所与 の 条件が 異 なれ ば帰結 も異 な る こ とを
・
般 的 に述 べ て い る か ら

で あ る． こ の ばあ い を考 えれ ば． 前提 か らの 帰結 と して の 三角形の 内接の

可 否が 問わ れ て い る の で は な く，内接 が所与 と して あ り，図 II三 角形 BEF

の 頂 点 F が 円 に 内接 し て は い る が ， 三 角形 BGF と線分 に 沿 っ て 作 図 され

IS 数 学 の 特 徴 は Pめ 1・1意 され た こ とを 通 じ て 探求す る と い う点 で あ る ． 1メ ノ ン 179d3
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た 三 角形 GEF の 面積が 1 ： 1 で は な く 1 ： a の 比 をな す ばあ い で あ る ．す な

わ ち， 線 分 BG を （長 さ の ） 単 位 とな して ． そ れ に 対 して a と い う長 さ を

もつ 線分 CE を加 えた 線 分 BE 〔＝ 1＋ a） を直径 とす る 円 に ， そ の 同 じ線 分

BE を底 辺 と す る 三 角形 の 頂 点 F が 円 に 内接 す る ば あ い ，　 F か ら底辺 BE

に お ろ した垂 線 FG の 長 さ は 常 に 而 と な る． したが っ て 仮 設 の 方法 の 議

論 は ， 奴隷 少年 との 間で 示 さ れ た 正方 形 の 二 倍 化 の 具体 例 を普遍 化 し． N

倍 化 を原理 的 に 可能 と なす 無理 数 の 普遍 的 な抽 出方 法 の 例示 と して ． あ る

条件 下 で の 三 角形 の 円 へ の 内接 とい う帰結 の 導 出 と同 時 に 例示 され て い る

可 能性 が あ る ．上 に 記 した よ うに デ カ ル トが普遍 数学 を構想 した端 緒 と な

る事柄 で あ る ． しか しなが ら，哲学 は そ うい う方法 をとる こ とが で きな い ．

知識 を教 え られ た もの と仮 定 した が ， そ の 仮定 その もの を真 とす る の で は

な く． 吟味す る こ とが哲学 の 方法 なの で あ る． 学 ぶ とい うこ とは想起 で あ

る とい う主 張 は そ うした 背景 で 語 られ て い る ． 教 師 の 存在 しな い とこ ろ で

も．我 々 は 自ら学ぶ こ とが で きる の で あ る ． メ ノ ンが 「徳 は教 え られ た も

の か 」，と問 うた ときに ，ソ ク ラ テ ス は そ の 想 定 の 背 後 に あ る 隠れ た仮定 （予

断 ） を 想起す る よ う に メ ノ ン に促 し， 更 に． 知識 に 関す る その 仮定を吟味

し， 誤 っ た そ の 予 断 を廃棄す る こ と を求 め て い るの で あ る ． そ の と きに 初

め て メ ノ ン は真 の 意 味 で の 想起 を始 め るの で あ る． そ れ を プ ラ トン は 哲学

と言 っ て い る よ うに思 わ れ る ．
「
国家 』の 線分の 比喩 で デ ィ ア レ クテ ィ ケ

ー

と数学 を対比 させ た と きに 意図 され て い た そ の 違 い を 『メ ノ ン』 は 具体 的

に 明 らか に して い る と考 え られ る
19
．

］9 こ の よ う に 『国 家．ilに お け る 数学 と デ ィ ア レ ク テ ィ ケ
ーと の 対比 が 『メ ノ ン 』で 意図 され

て い る と主張す る こ と は 「メ ノ ン 』が 『国家』 よ り 後 に 書か れ た 対話篇 で あ る ．と い う卞張を

す る もの で はな い ．先 に 『メ ノ ン 』で 基 本的 に そ の 違 い を確 認 した 両者 の 方法的 な 差異 を 『国家」

に お い て 定式化 し て い る，と考え る こ と は 叮 能 で あ る，
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