
〈
特

集

「

楽

」

の

思

想
２

〉

「
楽
」―
西

洋

思

想

よ

り

（
一
）
　
エ
ピ
ク
ロ
ス

楽

と
い
う
字
は
、
弦
楽
器

、
ま

た
は
弦
楽
器

を
爪
で
打
つ
こ

と
、

が
も

と

の
意
味
で
そ

れ
か
ら
音
楽

、
も
し
く
は
音
楽

を
奏
す

る
と
い
う
意

に
な
り

、

そ
こ
か
ら
た
の
し

む
と
い

う
意
味

に
な
っ
た
と

い

う
。
（
角
川
漢
和
中
辞

典

に
よ
る
）

さ
ら
に
楽
は
伯
楽
、
千

秋
楽
、
楽
焼
、
極
楽
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
た
の
し
む
と
い
う
系
統
の
意
味
で

考
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
系
統
の
意
味

が
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、
楽
は
ラ

ク
と
発
音
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
意
味
の
と
き
一
字
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
二
字
で
多
く
の
熟
語
を
作
っ
て
い
る
。
例
え

ば

思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
み
る
と
、
安
楽
、
気
楽
、
苦
楽
、
怡
楽
、
快
楽
、

歓
楽
、
享
楽
、
至

楽
、
娯
楽
、
道
楽
、
楽
易
、
楽
楽
、
楽

観
、
楽
天

、
楽
園
、

楽
土
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。
た
の
し
む
系
統
の
意
味
（
た
の
し
い
、
よ
ろ
こ

小

山

宙

丸

ば
し

い

、

心

に

か

な

う

、

や

す

ら

か

、

ゆ

た

か
、

た

や

す

い

、

や

さ

し

い
）

で

と

ら

え

た

場

合

、

こ

の

よ

う

な

言
葉

は

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

で

は

ど

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

、

評

価

さ

れ

て

い

る

で

あ

ろ

う

か
。

と

の

よ

う

な

種

類

の
た

の

し

さ

の
考

え

方

が
。

あ

ら

ゆ

る

倫

理

思

想

の

中

で

、

何

ら

か

の

場

所

を
占

め
、

あ

る
程

度

の

評

価

を
得

て

い

る

だ

ろ
う

こ

と

は
、

当

然

予

想

し

う

る
こ

と

で

あ

る
。

こ

の
概

念

は
倫

理

学

上

の
重

要

な

考

え

方

の

一

つ

だ

か
ら

で

あ

る
。

禁

欲

主

義

的

な

学
派

と

い
え

ど
も

、

質

の
違

い

を
認

め
れ

ば
、

た

の
し

さ

の
概

念

は

存

在

し

て

い

る

と

い
え

る
。

し

か
し

こ
こ

で

は
こ

の
種

類

の

た
の

し

さ
を

人

生
観

上

、
あ

る

い

は
世

界

観

上

の
最

高

の
価

値

と

す

る
考

え

方

に

つ

い
て

、

少

し

ふ

れ
て

み

た
い

と

思

う

。

古

代

ギ
リ

シ
ア

の

ヘ

レ

ニ

ズ

ム
時

代

に

、

エ
ピ

ク

ロ

ス
（
前
三
四
一
一

二
七
一
）
を

創
始

者

と

す

る
こ

の

よ

う
な

学

派

が
存

在

し

た

こ

と

は
周

知

の

こ

と
で

あ

る
。

こ
の
学
派
は
創
始
者
の
名
前
を
と
っ
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
（
Ｅ
ｐ
ｉ
ｃ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
m
）
、

りよ想思洋西一
亅楽ｒ

Ｌ
Ｑ

｀

・
２



ま

た
は
快

楽
主
義
（
ｈｅ
ｄｏ
ｎ
ｉｓ
m
）

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ

の
快
楽

主
義

と
い

う
訳
語
は
、
ギ
ジ
シ
ア
語
の
■
か
ら
き
て
い
る
が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
教

説
を
考
え

る
と
き
、
こ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
適
切

な
訳
語
と
は
思
わ
れ
な
い

の
で
あ

る
。
そ
れ
は
日
本
語
で
は
こ
の
快
楽
の
語

が
、

か
な
り
悪
い
意
味
で

使
わ
れ

る
こ
と

が
多
い
か
ら
で
あ
る

が
、
し

か
し
慣
用
と
し
て
こ
の
語

が
用

い
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
例
に
な
ら
う
こ
と
に
す
る
。

ヘ
レ
ニ

ズ
ム
時
代

は
思
想
史
的
に
は
倫
理
的
時
代
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る

。
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
死
（
前
三
二
二
）
と
と
も
に
哲
学
の
古
典

主
義

が
終

り

を
告
げ
て
、
局
面

が
す

っ
か
り
変
り

、
思

想
の
新

し
い

時
代

が
は
じ
ま

っ

た
。
そ
の
特
徴
は
古
典
時
代
の
体
系
的
、
理
論
的
、
組
織
的
、
観
念
論
的
、

思
弁
的
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
新
時
代
は
実
際
的
、
実
践
的
、
実
用
的
、
唯

物
論
的
、
感
覚
的
で
あ

っ
た
。
後
者
の
時
代

の
代
表
的
な
学
派
は
、
ス
ト
ア

学
派
、

エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
、
懐
疑
論
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
学
派

の
う
ち
、

前
二
者

は
禁

欲
主
義
、
快
楽
主
義
と
も
い

わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
同

時
代
の

代

表
的
な
二
学
派

が
正
反
対
の
方
向

を
さ
し
示
す

と
い
う
の
は
、
興
味
あ
る

現
象
で
あ

る
。
し

か
も
両

学
派
と
も
、
こ
の

時
代
か
ら

ロ
ー

マ
時
代

に
か
け

て
学
説

が
創
出
さ
れ
、
そ
の
後
現
代
に
至
る
ま
で
欧
米
を
代
表
す
る
二
大
倫

理

学
説
と
し
て
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
、
多
く
の
欧
米

人
の
人
生
観

、
世
界
観

の
形

成
に
多

か
れ
少
か
れ
寄
与

す
る
よ
う
に
な
る
ほ
ど
愛
さ
れ
、
親

し
ま
れ

る
も
の
と
な

っ
て
い
る
こ

と
は
、
今
更

ふ
れ
る
必
要

も
な
い
こ

と
で

あ
ろ
う
。

両

学
派

と
も
文
献
と
し
て

は
ロ
ー
マ
時
代

の
も
の

が
ほ
ぽ
完

全
な
形
で
残
り

、

エ
ピ
ク
テ

ー
ト
ス
、
マ
ル
ク
ス
・
ア

ウ
レ
リ

ウ
ス
、
あ
る
い

は
ル
ク

レ
テ

ィ

ウ

ス

は

多

く

の

人

々

の

枕

頭

の

書

、

あ

る

い

は

愛

読

書

と

な

っ

て

い

る

こ

と

も

、

く

わ

し

く

述

べ

る

必

要

の

な

い

こ

と

で

あ

る

。

ス

ト

ア

派

と

エ

ピ

ク

ロ

ス

派

が
正

反

対

の

結

論

に

達

し

た

と

い

う

の

も

恐

ら

く

出

発

点

は

非

常

に

よ

く

似

て

い

て

、

両

者

と

も

感

覚

重

視

な

の

で

あ

る

。

感

覚

重

視

か

ら

出

発

し

て

、

そ

れ

を

否

定

す

る

か

肯

定

す

る

か

に

よ

っ
て

次

第

に

両

者

の

考

え

方

に

距

離

が

で

き

て

い

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

だ

ろ

う

。

従

っ

て

結

果

が

極

端

に

違

う

ほ

ど

、

考

え

方

に

相

違

が

あ

る

の

で

は

な

い

と

い

え

る

の

で

あ

る

。

感

覚

の

肯

定

と

い

っ

て

も

、

そ

の

肯

定

の

仕

方

に

さ

ま

ざ

ま

な

違

い

が

あ

る

。

そ

の

直

接

的

な

肯

定

を

い

う

な

ら

ば

、

む

し

ろ

小

ソ

ク

ラ

テ

ス

学

派

の

キ

ュ

レ

ネ

派

の

方

が

ふ

さ

わ

し

い

だ

ろ

う

。

そ

し

て

快

楽

主

義

と

い

う

言

葉

も

、

よ

り

直

接

的

な

、

よ

り

刹

那

的

な

感

覚

、

肉

体

の

快

楽

を

考

え

て

い

る

こ

の

学

派

に

あ

て

は

ま

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

考

え

て

い

る

快

楽

は

も

う

少

し

地

味

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

例

え

ば

次

の

よ

う

に

い

う

。
「

粗

末

な

ス

ー

プ

で

も

、

空

腹

の

苦

痛

を

す

べ

て

と

り

除

く

時

、

贅

沢

な

食

事

と

同

じ

よ

う

な

快

楽

を

我

々

に

与

え

、

パ

ン

と

水

も

、

空

腹

の

人

が

食

べ

る

時

、

考

え

ら

れ

る

最

高

の

快

楽

を

我

々

に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
」
（
Ｄ
ｉ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
L
ａ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
,
　
Ｘ
．
　
１
３
０
-
１
３
１
）
ま
た
次

の

よ

う

に

も

い

う

。
「

快

楽

が

目

的

で

あ

る

と

我

々

が

い

う

時

、

あ

る

人

た

ち

が

無

知

で

あ

っ

た

り

、

反

対

し

た

り

、

誤

解

し

て

う

け

と

っ

て

考

え

る

よ

う

に

、

そ

れ

は

贅

沢

な

人

の

快

楽

や

放

蕩

の

快

楽

を

い

う

の

で

は

な

く

、

身

体

に

苦

痛

が

な

く

、

心

に

も

苦

し

み

の

な

い

こ

と

を

い

う

の

で

あ

る

。
」

（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ．

　
Ｘ
．
　
１
３
１
）
こ
の
よ
う
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
考
え
て
い
た
快
楽
（
へ
ー
ド



ネ

ー

）

は

、
逆

に

あ

る

意

味

で

は

ス

ト

イ

ッ

ク

と

見

ら

れ

か

ね

な

い

ほ

ど

質

素

な

も

の

で

、

水

と

パ

ン

さ

え

あ

れ

ば

、

ゼ

ウ

ス

と

幸

福

を

争

い

う

る

ほ

ど

の

も
の
で
あ
る
。
（
ｃ
ｆ
．
　
Ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
ｅ
　
Ｖ
ａ
ｔ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
ａ
ｅ
,
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
）
さ
き
に
こ
の
時
代

の

哲

学

は

、

理

論

的

問

題

よ

り

人

生

的

問

題

に

傾

む

い

て

い

た

こ

と

を

述

べ

た

が

、

そ

う

い

う

観

点

か

ら

み

る

な

ら

ば

、

現

在

残

さ

れ

て

い

る

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

わ

ず

か

の

文

章

や

断

片

の

中

に

は

含

蓄

あ

る

、

滋

味

あ

る

言

葉

が

満

ち

て

い

る

。

し

か

し

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

考

え

て

い

た

快

楽

が

い

か

に

地

味

な

も

の

で

あ

る

と

し

て

も

、

快

楽

を

第

一

の

も

の

と

考

え

て

い

た

こ

と

は

明

瞭

で

あ

る
。
「
快
楽
は
幸
福
な
生
活
の
は
じ
め
（
ア
ル
ケ
ー
・
原
理
）
に
し
て
終
り

（

テ

ロ

ス

・

目

的

）

で

あ

る

。
」

（

Ｄ

．
Ｌ

．
　
Ｘ

．
　
１
２
８
）

と

い

い

、

ま

た

「

快

楽

は

第
一
の
天
与
の
善
で
あ
る
。
」
（
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ｘ
.
　
１
２
９
）
な
ど
と
は
っ
き
り
と
言
明
し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

さ

き

に

述

べ

た

よ

う

に

快

楽

と

い

う

訳

語

に

や

や

問

題
が
残
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
快
楽
（
へ
ー
ド
ネ
ー
）

尊

重

の

考

え

方

を

見

誤

ま

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

以

下

少

し

く

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

特

徴

あ

る

個

性

的

な

見

解

を

述

べ

て

み

た

い

。

ス
ト
ア
派
の
目
標
と
し
た
と
こ
ろ
が
没
感
情
（
ア
パ
テ
イ
ア
・
■
）

で

あ

る

の

に

対

し

て

、

エ

ピ

ク

ロ

ス

派

で

は

心

の

安

静

（

ア

タ

ラ

ク

シ

ア

・

■
）
や
心
の
自
由
さ
（
エ
レ
ウ
テ
ジ
ア
・
■
）
を
到
達
す

べ

き

目

的

と

し

て

い

た

こ

と

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

。

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

目

的

の

た

め

に

も

っ

と

も

重

要

な

も

の

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い

る

の

が

識

見

（
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
・
■
・
思
慮
・
分
別
）
で
あ
る
・
（
と
い
う
の
は
快

適
な
生
活
（
■
）
を
作
り
出
す
の
は
ヽ
連
続
的
な
飲
酒
や
饗
宴
で

は

な
く

、

少

年

や

婦
人

の
享

楽

で

も

な

く

、

贅
沢

な

食
卓

が
供
す

る
魚

類

そ

の
他
の
も
の
で
も
な
く
、
冷
静
な
知
的
判
断
（
ネ
ー
ポ
ー
ン
・
ロ
ギ
ス
モ
ス
・

■
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
選
択
と
回
避
の
原

因

を

探

し

出

し

、

極

度

の

動

揺

が

心
を

と

ら

え

る
臆

見

を

追

い

払

う

こ

と
で

あ
る
。
」
（
D
.
L
.
Ｘ
.
　
１
３
２
）
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

観

点

か

ら

「

人

間

の
苦

悩

（
パ

ト

ス
）

を

少

し

も

治

さ

な

い

よ

う

な

哲
学

者

の

言

葉

は

空

し

い

。

と

い

う

の

は
身

体

の
病

気

を

除

く

こ

と

が
で

き

な

い
医

術

に

は

何

の

効

目

も

な

い

よ

う

に

、
同

じ

く

哲

学

も

、

も

し

そ

れ

が
心

の
苦

悩
を
と
り
除
け
な
い
な
ら
ば
、
何
の
効
目
も
な
い
。
」
（
Ｆ
ｒ
．
　
５
４
,
　
Ｂ
ａ
ｉ
ｌ
ｅ
ｙ
,

Ｅ
ｐ
ｉｃ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ

．）

と

い

う

よ

う

に
哲

学

に

対

し

て

ず

ば
り

と

裁

断

を
下

し

て

い

る
。

そ

こ

か

ら

「
そ

れ

ゆ
え

哲

学

よ

り

も

い

っ
そ

う
貴

重

な

も

の

は

識

見

（

プ

ロ
ネ
ー
シ
ス
）
で
あ
る
。
」
（
i
b
i
d
.
）
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
「
し
か
も
こ

れ

ら

一

切

の
こ

と

の
初

め
に

し

て

最

大

の
善

き

も

の

は

、

識

見

で

あ

る

。
」

（
i
b
i
d
.
）
と
結
論
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
い
い
う

る

の

は

、

何

も

の

に

も

と

ら

わ
れ

な

い

自

由

な

心

を
も

っ
て
い

る

か
ら

で

あ

ろ
う
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
い
う
理
由
は
、
識
見
、
分
別
、
思
慮
こ
そ
が
、
幸

福

な

生
活

、

快

適

な

生

活

を
実

現

す

る
根

本

的

な

条
件

と

考
え

て

い

る
か

ら

で

あ

る
。

従

っ
て

「
賢

く

ま

た
良

く
そ

し

て

正

し

く

生

き

る
こ

と

な
し

に

は

、

快

適

に

生

き

る
こ

と

は

で

き

ず

、
快

適

に

生

き

る
こ

と

な

し

に

は

賢
く

ま

た

良

く

そ

し

て

正

し
く

生

き

る
こ

と

は

あ
り

え

な

い

。
」
（
ｉｂ
ｉｄ

．）

と

い
う

こ

と

が
可

能

に

な

り

、

快

楽

と

道

徳

と

の
結

び

つ
き

が
明

ら

か

に

な

る

。

さ
ら

に

「

い

ろ

い

ろ

な

徳

性

は
快

適

な

生
活

と

と

も

に

生

じ

、

ま

た

快

適

な
生

活

は

りよ想思洋西一亅楽Ｆ2
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い
ろ
い
ろ
な
徳
性
と
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
。
」
（
i
b
i
d
.
)
と
も
い
う
。
こ
の

あ

た

り

の

考

え
方

は

、

徳

性

を

重

ん

じ

た

キ

ュ
ニ

コ

ス

派

や

ス

ト

ア

派

の

教

説
に
か
な
り
の
程
度
近
寄
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
違
う
点
は
キ
ュ
ニ

コ

ス

派

に

と

っ
て

は

徳

が
目

的

で

あ

る
の

に

反

し

て

、

エ

ピ

ク

ロ
ス

派

に

と

っ
て

は

や

は

り
快

楽

が
目

的

で

あ

っ
て

、

徳

は

快

楽

に

と

っ
て
健

康

の

た

め

の
医

術

の

よ

う

な

位

置

に

あ

る
。

け

れ

ど

も

そ

う

は

い

っ
て

も

徳

は

快

楽

に

と

っ
て
不

可

欠

の

も

の

で

あ

る
と

い

う

。
（
ｃ
ｆ

．
　ｏ
ｐ
.ｃ
ｉｔ

．　
Ｘ

．
　
１
３
８
）

さ

き

に

エ

ピ
ク

ロ
ス

の

快

楽

と

は

「
身

体

に

苦

痛

が
な

く

、

心

に

も

苦

し

み

の

な

い

こ

と
」
と

い

う

言

葉

を
引

用

し

た

が
、
こ

の

二

つ

の

も

の

の

う

ち

エ

ピ

ク

ロ
ス

が
よ
り

尊

重
す

る

の

は

、
後

者

の

心

の

安
静

で

あ

る

。
「
自

足
（
ア

ウ
タ
ル
ケ
イ
ア
・
■
）
の
最
大
の
果
実
は
心
の
自
由
で
あ
る
。
」
（
Ｓ
.

Ｖ
．
Ｌ
X
X
V
I
I
）
と
い
い
、
「
も
っ
と
も
純
粋
な
安
固
さ
（
ア
ス
パ
レ
イ
ア
・

■
）
は
、
心
の
平
静
（
ヘ
シ
ウ
キ
ア
・
■
）
と
ま
た
多
く
の
人

人
か
ら
離
れ
去
る
こ
と
。
」
（
■
）
と
も
語
っ
て
い
る
。

エ

ピ

ク

ロ

ス
は

自

然

研

究

に
も

重

大

な
関

心

を
も

っ
て

い

て
、

現

在

残

さ

れ

て

い

る
彼

の

文

書

の
中

で

も

自

然

研

究

は

か
な

り

の
多

く

の
部

分

を
占

め

て

い

る

。
し

か
し

こ

の
場

合

も

自

然

に
対

す

る
純

粋

な

理

論

的

関

心

と
い

う

の

で

は
な

く

、

彼

自

身

が

ピ

ュ
ト

ク

レ

ス

ヘ

の
手

紙

の
中

で

、

自

然

研

究

の

目

的

は

「

心

の
安

静

と
確

固

と
し

た
信

念

」

を
う

る
こ

と
に

ほ

か
な

ら

な

い

と

語

っ
て

い

る

。
（
ｃ
ｆ
．
　Ｄ

．Ｌ
．　
Ｘ

．　８
５
）
「

な

お
人

生

観

お
よ

び
賢

者

の
思

想

に

お

い

て
、

エ

ピ
ク

ロ

ス

が

キ

ュ

レ

ネ

、

キ

ュ

ニ
コ

ス

の
両

派

と
も

、

ま

た

と

く
に
ス
ト
ア
派
と
も
一
致
し
て
い
る
一
つ
の
点
扨
、
自
然
（
■
）
の
尊
重

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
」

（

岩

崎

勉

『

ギ

リ

シ

ア

哲

学

思

想

史

』

〔

下

〕

四

三

九

頁

）

「

空

し

い

臆

見

に

従

わ

ず

に

、

自

然

に

従

う

者

は

、

す

べ

て

の

こ

と

に

お

い

て

自

足

し

て

い

る

。

」

（

Ｆ

ｒ

．
　

４
５

）

「

恵

み

多

い

自

然

に

感

謝

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
こ
と
は
、
必
要
な
も
の
は
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し

、

手

に

入

れ

に

く

い

も

の

を

不

必

要

な

も

の

と

し

て

く

れ

た

こ

と

で

あ

る

。
」

（

Ｆ

ｒ

．
　
６
７

）

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
愛
、
こ
と
に
友
愛
（
ピ
ジ
ア
・
■
）
を
非
常
に
尊
重
し

て

い

た

。

デ

ィ

オ

ゲ

ネ

ス

・

ラ

エ

ル

テ

ィ

オ

ス

の

書

い

た

伝

記

に

よ

れ

ば

、

す

べ

て

の

人

々

に

対

す

る

人

間

愛

を

も

ち

、

と

く

に

祖

国

に

対

す

る

愛

と

神

神

に

対

す

る

敬

虔

さ

は

、

言

葉

で

言

い

表

わ

せ

な

い

ほ

ど

で

あ

っ

た

と

い

う

。

さ

ら

に

両

親

に

対

す

る

感

謝

の

念

や

、

兄

弟

に

対

す

る

親

切

さ

や

、

召

使

に

対

す

る

や

さ

し

さ

を

も

っ

て

い

た

と

い

う

。

（

Ｄ

．
Ｌ

．
　
Ｘ

．
　

１
０

）

し

か

し

こ

れ

ら

の

愛

の

中

で

、

彼

が

も

っ

と

も

重

要

な

も

の

と

考

え

て

い

た

の

は

、

友

愛

で

あ

っ

て

、

「

知

恵

が

作

り

出

す

も

の

の

中

で

、

全

生

涯

に

至

福

を

与

え

る

も
の
は
、
友
情
の
獲
得
で
あ
る
。
」
（
K
.
⊿

．

ｊ

．

ｘ
ｘ
ｖ
I
I
）
と
語
っ
て
い
る
。
そ

し

て

次

の

よ

う

な

友

情

に

対

す

る

讃

歌

を

唱

っ

て

い

る

。

「

友

情

は

わ

れ

わ

れ

す

べ

て

に

、

至

福

な

生

活

に

目

覚

め

る

よ

う

に

呼

び

か

け

な

が

ら

、

世

界

中

を

め

ぐ

っ

て

踊

っ

て

い

る

。
」

（

Ｓ

．
　
Ｖ

．
　
Ｌ

Ｉ
Ｉ

）

参

考

書

Ｃ

．
　
Ｂ
ａ
ｉ
ｌ
ｅ
ｙ
；
　
Ｅ
ｐ
ｉ
ｃ
ｕ
ｒ
ｕ
ｓ
．
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｅ
ｘ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
　
ｒ
ｅ
ｍ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
．
　
Ｏ
ｘ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
．
　
１
９
２
６
.

Ｄ
ｉ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ａ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
；
　
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
，
　
Ｘ
．
Ｌ
ｏ
ｅ
ｂ
.

１
９
５
０
.

Ｅ
ｐ
ｉ
ｋ
ｕ
ｒ
；
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ

，

Ｓ
ｐ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
,
 
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｆ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
．
　
Ｒ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｍ
．
　
１
９
８
０
．

2
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出
隆
・
岩
崎

允
胤
氏
訳

『
エ
ピ
ク
ロ
ス
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年

。

岩
崎
勉

『
ギ
リ

シ
ア
哲
学
思

想
史
』
（
下
）
早

大
出
版
部
。
一
九
八
二
年
。

（
二
）
　
ギ
リ
シ
ア
宗
教
の
諸
遺
産

上

の

章

で

快

楽

を

人

生

の

目

的

と

し

て

真

正

面

に

据

え

た

エ

ピ

ク

ロ

ス

お

よ

び

そ

の

学

派

に

よ

っ

て

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

楽

の

思

想

を

代

表

す

る

も

の

と

し

、

そ

の

教

説

を

き

わ

め

て

お

お

づ

か

み

に

概

観

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

欧

米

の

楽

の

思

想

の

根

拠

と

構

造

を

み

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

そ

こ

で

も

ふ

れ

た

よ

う

に

、

お

だ

や

か

で

暖

か

み

の

あ

る

考

え

方

に

よ

っ

て

、

そ

の

学

派

は

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

園

と

か

、

花

園

の

人

々

、

あ

る

い

は

花

園

か

ら

来

た

人

々

と

呼

ば

れ

た

の

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

学

派

と

し

て

は

比

較

的

長

く

続

い

た

の

ち

に

亡

び

た

が

、

エ

ピ

ク

ロ

ス

を

尊

敬

し

、

か

れ

に

愛

着

を

も

つ

者

は

現

代

に

い

た

る

ま

で

、

絶

え

る

こ

と

が

な

か

っ

た

。

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

書

い

た

書

物

も

か

な

り

の

量

に

の

ぼ

る

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

の

多

く

は

散

佚

し

て

、

わ

ず

か

し

か

残

さ

れ

て

い

な

い

が

。

ロ

ー

マ

時

代

の

詩

人

哲

学

者

ル

ク

レ

テ

ィ

ウ

ス
（
Ｌ
ｕ
ｃ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
,
　
９
８
-
５
５
　
Ｂ
．
Ｃ
．
）
が
エ
ピ
ク
ロ
ス
を
神
の
ご
と
く
尊
敬
し
、

『

自

然

論

』
（

Ｄ
ｅ

　ｒ
ｅ
ｒ
ｕ
m

　ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ａ
）

を

書

き

、

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

思

想

を

祖

述

し

た

。

こ

の

作

品

が

ほ

ぼ

完

全

な

形

で

伝

え

ら

れ

、

こ

の

作

品

に

よ

っ

て

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

生

き

方

は

後

世

に

伝

え

ら

れ

た

。

こ

の

書

の

愛

読

者

は

い

つ

の

時

代

に

も

絶

え

る

こ

と

が

な

い

。

お

そ

ら

く

殺

伐

な

人

間

社

会

に

、

そ

の

思

想

が

オ

ア

シ

ス

の

よ

う

な

安

ら

ぎ

を

提

供

す

る

か

ら

で

あ

ろ

う

。

つ
ぎ
に
ギ
リ
シ
ア
人
、
そ
れ
を
う
け
つ
い
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
実
際
に
ど

う
い
う
も
の

に
楽
し
み
を
見
出

し
た
の
か
、

ど
う
い
う
楽
し
み
を
つ
く
り
出

し
た
の

か
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
手

は
じ

め
に

ス
ポ
ー
ツ
か
ら
み
て

み
た
い
。

ス
ポ
ー
ツ

を
ギ
リ

シ
ア

起
源
の
も
の
と
い

う
な
ら

ば
、
グ
レ
コ
フ

ィ
ル
の
我
田
引
水
が
ま
た
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
現
在
の
ス
ポ
ー
ツ
界
に
お
け
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
も
っ
て
い
る
重
要
な

意
味

を
考
え

た
場

合
、
ギ
リ

シ
ア

の
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア

祭
の
競
技

が
ス
ポ
ー
ツ

の
考
え

方
に
与
え

た
影
響
の
大
き
さ
を
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と

く
に
ス
ポ
ー
ツ
の
品
位
に
か
か
わ

る
も
の
で
、
と
き
に
は
気
高

さ
と
も
い
う

べ
き
も
の
を
も
生
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
支
え
て

い
る
の
は

ス
ポ
ー
ツ
精
神
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
の
高
さ
で
、
そ
れ
を
創
り
出
し
た

の
は

ギ
リ

シ
ア
の
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア

の
競
技
で

あ
ろ
う
。
そ
の
競
技
は
オ
リ
ュ

ン

ピ
ア

祭
の
行
事
の
一
つ
と
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
、
宗
教
的
祭
事
で
あ
る
。

宗
教
的
祭
事
で
あ

る
こ
と

が
、
競
技

の
質
に
影
響
し
て
い
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス

に
次

の
よ

う
な
記
事

が
あ
る
。

少
数

の
ア

ル
カ
デ
ィ
ア
人

が
「

ギ
リ

シ
ア
人

は
い
ま
オ
リ

ュ
ン
ピ
ア
祭

を

祝
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で

、
体
育
や
馬
の
競
技
を
観

覧
し
て

い
る
」
と
答
え

た
。

こ
の
時
ア
ル
タ
バ
ノ
ス
の
子
ト
リ
タ
ン
タ
イ
ク
メ
ス
が
実
に
見
上
げ
た
言
葉

を
吐
い
た

が
、
そ
れ
が
ク
セ
ル
ク
セ
ス
か
ら
は
臆

病
者
と
の
譏
り

を
蒙
る
こ

と
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
彼

は
競
技
の
褒
賞

が
冠
で
金
品
で

な
い

と
聞
く
と
、

黙

っ
て
い

る
こ
と

が
で
き
ず
、
満
座

の
中
で
こ
う
い

っ
た
の
で

あ
る
。

「

あ
あ

マ
ル
ド
ニ
オ
ス
よ
、
そ
な
た
は
わ
れ
ら

を
よ
り
に
も
よ
っ
て
。

何

た
る
人
間

と
戦
わ
せ
よ
う
と
し
て

く
れ
た
こ

と
か
。
金
品
な
ら

ぬ
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栄

誉

を

賭

け

て

競

技

を

行

な

う

人

間

と

は

。
」

（

ヘ

ロ

ド

ト

ス

『

歴

史

』

巻

八

、

二

六

、

（

Ｈ

ｅ
ｒ
ｏ

ｄ
ｏ

ｔ
ｕ
ｓ

，
　
Ｈ

ｉｓ
ｔ
ｏ
ｒ

ｉａ
ｅ

，
　
Ｖ

Ｉ
Ｉ
Ｉ

，
　
２
６

．

松

平

千

秋

氏

訳

に

よ

る

」

な
お
こ
の
中
に
出
て
く
る
ア
ル
タ
バ
ノ
ス
の
子
ト
リ
タ
ン
タ
イ
ク
メ
ス
と

マ

ル

ド

ニ

オ

ス

と

は

、

ダ

レ

イ

オ

ス

の

兄

弟

の

子

で

ク

セ

ル

ク

セ

ス

に

は

従

兄

弟

に

当

る

も

の

た

ち

で

あ

る

と

い

う

。

こ

こ

に

も

は

っ

き

り

と

金

品

で

は

な

い

、

オ

リ

ー

ヴ

の

枝

の

冠

と

い

う

名

誉

の

た

め

に

あ

ら

そ

う

競

技

に

対

す

る

評

価

が

あ

ら

わ

れ

て

い

る

と

思

う

。

今

日

ギ

リ

シ

ア

文

化

の

遺

産

の

多

く

の

も

の

、

例

え

ば

神

話

、

悲

劇

、

彫

刻

、

ホ

メ

ロ

ス

の

叙

事

詩

な

ど

が

同

時

に

ギ

リ

シ

ア

宗

教

の

遺

産

で

も

あ

る

。

ギ

ジ

シ

ア

の

宗

教

は

ギ

リ

シ

ア

の

文

化

と

と

も

に

亡

び

た

と

い

え

よ

う

。

し

か

し

ギ

リ

シ

ア

の

宗

教

は

亡

び

て

も

、

ギ

リ

シ

ア

の

神

々

は

神

話

と

い

う

形

で

残

り

、

現

在

は

世

界

中

に

広

ま

り

、

子

供

た

ち

を

含

め

て

、

広

汎

な

人

々

に

愛

さ

れ

て

い

る

。

ギ

リ

シ

ア

悲

劇

も

ギ

リ

シ

ア

の

宗

教

的

祭

事

の

な

か

の

一

つ

の

行

事

と

し

て

上

演

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

現

在

は

演

劇

・

芝

居

と

し

て

上

演

さ

れ

、

宗

教

的

行

事

で

は

な

い

。

し

か

し

演

劇

作

品

と

し

て

同

じ

く

世

界

的

な

普

遍

性

を

獲

得

し

て

い

る

。

ギ

リ

シ

ア

彫

刻

は

人

体

を

忠

実

に

模

写

し

た

も

の

と

し

て

、

感

情

移

入

的

な

、

具

象

的

な

彫

刻

の

代

表

的

な

も

の

と

の

評

価

を

得

て

い

る

。

し

か

し

そ

れ

ら

の

彫

刻

の

大

多

数

が

人

間

を

彫

っ

た

も

の

で

は

な

く

、

神

々

の

像

で

あ

る

。

け

れ

ど

も

現

在

で

は

や

は

り

宗

教

的

崇

拝

の

対

象

と

し

て

で

は

な

く

、

秀

れ

た

芸

術

作

品

と

し

て

、

美

の

対

象

と

し

て

観

賞

す

る

も

の

と

な

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

。

ホ

メ

ロ

ス

の

叙

事
詩
は
い
ろ
い
ろ
。
な
役
割
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
一
つ
の
重

要

な
役
割
は
宗
教
的
聖
典
と
し
て
の
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
や

は
り
宗

教
的
役
割
を
と
か
れ
て
、
世
界
に
お
け
る
も

っ
と
も
す
ぐ

れ
た
長
篇

叙
事
詩
と
し
て
、
文
学
的
評
価
に
よ
っ
て
愛
読
さ
れ
て
い
る
。

以
上

の
四

つ
の
も
の
は
宗
教

上
の
対
象
と
し
て
生
れ
た
も
の
が
、
転
化
し

て
芸
術
作
品

と
し
て
残

っ
た
例

と
し
て
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
ギ
リ

シ
ア
文

化
の
重
要
な
遺
産

の
一

つ
と
し
て
哲
学
（
愛
知
）

の
こ

と
を
考
え
て
み
る
必

要

が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
立
場

か
ら
い

っ
て

、
東
西
の
学
問
の
思
想

を
知
り

う
るヽ
状
況

に
お
か
れ
て
い
る
。
我

々
が
そ
の
文
字
を
使
用
し
て
い
る

中
国

の
思
想
に
お
い
て
、
学
問

が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
を
知

る
こ

と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
我

々
の
お
か
れ
て
い
る
立
場

か
ら
、
お
の
ず
か
ら
生

れ
て
く

る
利
点

で
あ
る
。
し
か
し
今
日
我

々

が
考
え

て
い
る
学
問

の
考
え
方

は
、

た
と
え
文
字

は
漢
字

を
使
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
内
容

と
し
て

は
ギ
リ

シ
ア

か
ら
由
来
し

、
欧
米

に
現
在

に
い
た
る
ま
で

創
造
的

に
活
動

を
続
け
て

い

る
そ

れ
を
意
味
す

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア

に
哲
学
と
し
て

誕
生
し
た
も

の
の
展
開
で

あ
る
。
今
日
我

々
は
六
歳

に
な
れ
ば
学
校

へ
通
う

と
い
う
こ
と

は
自
明
的
と
考
え
て
い
る
。
九
〇

パ
ー
セ
ン
ト

を
越
え
る
少
年

少
女
が
高
等
学
校
ま
で
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
一
二
年
間
は
か
た
い

木

の
椅
子
に
す
わ
る
。
さ
ら
に
青
年
の
三
人
に
一
人
は
大
学
に
行
く
の
で
あ

る
か
ら
、
少

な
く
と
も
四

年
間
は
木

の
椅
子
の
生
活
を
継
続
す
る
。
こ

れ
ら

は
学
問
の
思
想
の
普
遍
性
と
、
そ
の
普
遍

化
さ
れ
た
状
況
を
語
っ
て
い
る
。

そ

の
学
問

の
思
想

の
み

な
も
と
と
な

っ
た
の

が
ギ
リ

シ
ア

の
哲
学
で

あ
る
。



哲
学

を
狭
義

に
考
え

た
場
合
、
そ
の
哲
学

は
ギ
リ

シ
ア

に
生

れ
た
の
で

あ
る
。

何
故

ギ
リ
シ
ア

に
生
れ
た
の
か
。
決
定
的

な
答
え

を
見
出
す

の
は
困
難
で

あ

る
が
、
あ
る
程
度
の
理
由
を
考
え
る
こ

と
は
で
き

る
。

哲
学
の
誕
生
は
神
話

的
思
考

か
ら

の
解
放
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ

の
こ

と
に
間
違
い
は
な
い

が
、

こ
の
場
合
神
話

か
ら
の
継
承
の
面

を
も
、
あ

わ
せ
て
考
え
て

ゆ
か
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
ギ
リ

シ
ア

神
話
の
神

々
を
、
豊
か
な
同
時
に
精

緻
な
構
想
力
で
そ
れ
ぞ
れ
典
型
に
ま
で
仕
上
げ
た
そ
の
力
で
あ
る
。
そ
の
力

が
概
念
や
思
考
を
扱
う
哲
学
を
対
象
と
し
た
時
に
も
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

世

界
中
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
実
在
感
の
あ
る
神
々
の
像
を
つ
く

り
出

し
た
ギ
リ

シ
ア
人

の
構
想
力

が
、
哲
学
の
場

合
に
も
概
念
や
観
念
（
イ

デ
ア
）

に
実
在
性
を
与
え

た
の
で

あ
る
。
神
々
と
人
間

と
を
比

べ
る
時
、
人

間

の
存

在
は
神

々
が
不
死
で
あ
る

の
に
対

し
て

、
陰
の
よ
う
な
も
の
に
す

ぎ

な
い

が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
イ

デ
ア

と
比

べ
た
場
合

、
こ

の
現
実
世
界

は

そ

れ
の

た
ん
な
る
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
概
念
世
界

に
こ

れ
だ
け

の

実
在
性

を
も

た
せ

れ
ぱ
、
学
問
は

机
上
の

空
論

に
な
ら
ず
、
ま

た
現
実

の
色

あ

お
ざ

め
た
投
影

に
す
ぎ
な
い
も
の
に
も

な
ら

ず
、
現
実
世
界

を
創
造

し
、

ま

た
は
そ
れ

を
変
革
す

る
力
を
も
つ
設
計
図
と

し
て

の
役
割

を
に
な
い
う

る

も
の
と
な

る
。
キ
ケ

ロ
は
最
初
の
哲
学
者
の
一
人
で
あ

る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ

ス
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
話
を
紹
介

し
て
い
る
。

レ

オ
ン
は

ピ
ュ
タ

ゴ
ラ

ス
の
才
能

と
雄
弁

に
驚
い
て
、
彼

が
も

っ
と

も
信
を
お
い
て
い
る
技
術
は
何
か
と
、
彼

に
た
ず
ね
た
。
す

る
と

ピ
ュ
タ

ゴ
ラ
ス
は
自
分

と
し
て

は
精

通
し
て
い
る
技
術
は
何
も
も

っ
て
い
な
い
、

し

か

し

私

は

哲

学

者

で

あ

る

と

答

え

た

。

レ

オ

ン

は

そ

の

言

葉

の

新

奇

さ

に

び

っ

く

り

し

て

、

哲

学

者

と

は

何

者

か

、

世

間

の

他

の

者

と

ど

こ

が

違

う

の

か

、

と

た

ず

ね

た

。

ピ

ュ

タ

ゴ

ラ

ス

は

人

間

の

生

活

は

お

祭

り

に

似

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

と

し

て

、

次

の

よ

う

な

話

を

語

っ

て

答
え
た
の
で
あ
る
。
―
―
我
々
は
い
ろ
い
ろ
な
町
か
ら
雑
踏
し
て
い
る

お

祭

り

に

や

っ
て

く

る

よ

う

に

、

同

じ

よ

う

に

我

々

は

他

の

生

活

や

境

涯

を

捨

て

て

、

こ

の

人

生

に

入

っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

あ

る

人

た

ち

は

野

心

の

奴

隷

で

あ

り

、

あ

る

人

た

ち

は

金

銭

の

奴

隷

と

な

る

。

け

れ

ど

も

特

別

な

ご

く

少

数

の

人

々

が

い

て

、

そ

の

人

た

ち

は

他

の

す

べ

て

の

こ

と

を

無

視

し

て

、

た

だ

自

然

だ

け

を

綿

密

に

調

べ

る

。

人

々

は

彼

ら

を

知

恵

の

追

求

者

（
ｓ
ａ
ｐ
ｉｅ
ｎ
ｔ
ｉａ
ｅ
　ｓ
ｔｕ
ｄ
ｉｏ
ｓ
ｉ
）
と

名

づ

け

た

。

と

い
う
の
は
こ
れ
が
哲
学
者
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
―
―
人
生
に
お
い
て

自

然

の

観

察

と

発

見

が

、

あ

ら

ゆ

る

他

の

追

求

を

圧

倒

し

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。
（
キ

ケ

ロ
「
ツ

ス

ク

ル

ム
談

議

」
五

、
三

、
Ｃ
ｉｃ
ｅ
ｒ
ｏ

，　
Ｔ
ｕ
ｓ
ｃ
ｕ
ｌａ
ｎ
ａ
ｅ

ｄ
ｉ
ｓ
ｐ
ｕ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
，
　
５
．
　
３
.
）

さ

ら

に

も

う

一

箇

所

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

か

ら

哲

学

の

性

格

を

の

べ

て

い

る

著

名

な

箇

所

を

引

用

し

て

み

た

い

。

従

っ

て

ま

さ

に

そ

の

無

知

か

ら

ぬ

け

出

す

た

め

に

哲

学

し

た

の

で

あ

る

か

ら

、

彼

ら

が

こ

の

よ

う

な

知

識

を

追

求

し

た

の

は

、

明

ら

か

に

た

だ

知

る

た

め

に

で

あ

っ

て

、

何

か

の

利

用

の

た

め

に

で

は

な

か

っ

た

。

そ

し

て

こ

の

こ

と

は

、

事

実

が

こ

れ

を

証

明

し

て

い

る

、

す

な

わ

ち

た

ん

に

生

活

の

た

め

に

だ

け

で

は

な

く

、

安

楽

な

暮

し

や

た

の

し

い

閑

暇

りよ想思洋西一亅楽ｒ2
9



に

必

要

な

す

べ

て

の

も

の

が

ほ

と

ん

ど

備

わ

っ

た

時

に

は

じ

め

て

そ

の

よ

う

な

識

見

（

プ

ロ

ネ

ー

シ

ス

）

が

求

め

ら

れ

は

じ

め

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

明

ら

か

に

我

々

は

、

こ

の

識

見

を

他

の

何

ら

か

の

利

用

の

た

め

に

で

は

な

く

、

か

え

っ

て

ち

ょ

う

ど

他

人

の

た

め

に

で

は

な

く

自

分

自

身

の

た

め

に

生

き

る

人

を

自

由

人

と

い

う

よ

う

に

、

こ

の

学

の

み

を

諸

学

の

う

ち

で

唯

一

つ

の

自

由

な

学

で

あ

る

と

し

て

、

追

求

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

こ

の

学

だ

け

が

、

自

ら

の

た

め

に

存

在

し

て

い

る

唯

一

の

学

な

の

で

あ

る

。
（

ア
リ

ス

ト

テ
レ

ス

『
形

而

上

学

』

第

一

巻

第
二

章

、

Ａ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｔ
ｅ
ｌ
ｉ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
,
　
Ａ
　
９
８
２
ｂ
　
２
０
-
２
８
．
）

以

上

二

つ

の

引

用

を

試

み

た

が

、

い

ず

れ

も

新

し

く

生

れ

た

哲

学

の

性

格

を

あ

ざ

や

か

に

語

っ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。
。そ

れ

は

、

知

識

へ

の

燃

え

る

よ

う

な

要

求

と

、

そ

の

知

識

の

自

己

目

的

性

、

従

っ

て

そ

の

無

償

性

で

あ

る

。

(
三
）
遊
　
戯

以

上
き
わ

め
て
簡
単

に
で
は
あ
る

が
、

ギ
リ

シ
ア

文
化
の
主

な
遺
産
の
い

く
つ

か
に
ふ

れ
て
き

た
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
亡

び
て
し
ま

っ
た

ギ
リ

シ
ア
宗

教
の
遺
産
で
も

あ
っ
た
。
宗
教
の
生
ん
だ
も
の
で
は
あ

る
が
、
彫
刻
、
悲
劇
、

叙
事
詩

な
ど
は
、
芸
術

の
ジ
ャ
ン
タ
に
属
す

る
も

の
で

あ
る
。
し
か
し
我
々

が
こ

れ
ら
の
も
の
を
と
り
あ

げ
た
理
由
は
、

ギ
リ

シ
ア
人

の
つ
く
り
出
し
た

楽
し
み

の
実

際
を
み

る
た
め
で

あ
っ
た
。
芸
術

が
娯
楽

の
う
ち
の
、
も

っ
と

も
高
尚

な
部

類
に
属
す
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
芸
術

の
創
作

お
よ
び

鑑

賞

は

、

美

に

ふ

れ

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

も

の

で

、

美

が
自

己

目

的

的

な

も

の

で

も

あ

り

う

る

こ

と

も

く

り

返

す

必

要

の

な

い

こ

と

で

あ

る

。

ス

ポ

ー

ツ

は

体

育

・

健

康

の

問

題

で

あ

る

と

と

も

に

、

娯

楽

で

も

あ

る

。

ス

ポ

ー

ツ

を

行

う

こ

と

も

観

戦

す

る

こ

と

も

あ

る

。

ギ

リ

シ

ア

の

ス

ポ

ー

ツ

が
宗
教
上
の
行
事
で
あ
り
、
オ
リ
ー
ヴ
の
枝
の
冠
と
い
う
名
誉
の
た
め
に
競

技

す

る

と

い

う

の

は

、

ス

ポ

ー

ツ

に

気

品

を

与

え

た

と

い

う

こ

と

は

上

に

の

べ
た
。
英
語
の
ジ
ム
（
g
y
m
）
や
ド
イ
ツ
語
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
（
Ｇ
ｙ
ｍ
ｎ
ａ
ｓ
ｉ
ｕ
m
）

の
語
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
■
は
″
裸
か
の
″
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ゲ
ー
ム
は
生
れ
た
ま
ま
の
裸
か

で

行

わ

れ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
「

よ

り

高

く

、

よ

り

速

く

、

よ

り

強

く

」

(
a
ｌ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
，
　
ｃ
ｉ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
,
　
ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
）
と
い
う
標
語
が
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
な

ど

と

考

え

あ

わ

せ

る

と

、

人

間

の

身

体

の

美

し

さ

に

、

も

っ

と

も

早

く

注

目

し

、

そ

れ

を

も

っ

と

も

尊

重

し

た

民

族

の

一

つ

で

あ

っ

た

ろ

う

。

ス

ポ

ー

ツ

の
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
現
実
世
界
と
は
何
の
関
係
も
な
い
、
そ
の
た
め
だ
け

の

も

の

で

あ

る

。

い

わ

ぱ

ス

ポ

ー

ツ

の

た

め

だ

け

の

架

空

の

世

界

を

つ

く

り

出

す

の

で

あ

る

。

そ

の

上

で

正

々

堂

々

と

た

た

か

う

の

で

あ

る

。

ま

っ

た

く

無

償

の

世

界

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

現

在

ス

ポ

ー

ツ

界

も

次

第

に

有

償

的

に

な

り

つ

つ

あ

る

が

、

そ

れ

は

ま

た

別

の

問

題

で

あ

る

。

現
在
、
大
学
は
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。

し

か

し

逆

説

的

な

い

い

か

た

に

な

る

か

も

知

れ

な

い

が

、

学

校

の

起

源

を

考

え

れ

ば

、

こ

れ

は

ご

く

当

然

な

当

り

前

の

こ

と

が

い

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

現
在
の
学
校
（
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｏ
ｌ
,
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｌ
ｅ
，
　
ｅ
ｃ
ｏ
ｌ
ｅ
）
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
、
ギ
リ



シ
ア
語
の
■
　
（
ｌ
ｅ
ｉ
ｓ
ｕ
ｒ
ｅ
,
　
ｓ
ｐ
ａ
ｒ
ｅ
　
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
ま
の
意

味

で

あ

る

こ

と

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

が

ラ

テ

ン

語

の

ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌａ

に

な

り

、

そ

れ

か

ら

近

代

諸

語

が

生

れ

た

の

で

あ

る

。

も

う

一

つ

つ

け

加

え

る

と
、
研
究
（
ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｙ
,
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｕ
m
,
　
ｅ
ｔ
ｕ
ｄ
ｅ
)
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｕ
m

で

あ

り

、

そ

れ

は

熱

中

、

道

楽

な

ど

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

従

っ

て

ひ

ま

な

時

に

、

道

楽

と

し

て

行

う

も

の

が

学

問

で

あ

り

、

研

究

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

こ

の

こ

と

は

学

問

や

研

究

の

本

質

を

考

え

る

た

め

の

有

力

な

手

が

か

り

に

な

る

と

思

わ

れ

る

。

つ

ま

り

ひ

ま

な

時

に

楽

し

み

と

し

て

行

う

も

の

、

そ

れ

は

利

益

の

た

め

、

野

心

の

た

め

の

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

そ

こ

に

う

か

ん

で

く

る

の

は

、

学

問

や

研

究

の

無

償

性

で

あ

る

。

そ

れ

自

身

の

た

め

に

の

み

行

わ

れ

る

も

の

な

の

で

あ

る

。

今

日

学

問

や

研

究

の

変

質

が

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

は

本

来

、

そ

れ

自

身

の

た

め

だ

け

に

行

わ

れ

る

と

い

う

純

粋

さ

、

自

由

さ

を

も

つ

も

の

で

あ

る

こ

と

は

忘

れ

ら

れ

て

は

な

ら

な

い

だ

ろ

う

。

ひ

ま

な

時

に

道

楽

と

し

て

行

う

も

の

と

し

て

は

、
・
学

問

・

研

究

は

も

っ

と

も

優

れ

た

、

高

尚

な

も

の

の

一

つ

で

は

な

か

ろ

う

か

。

結

局

民

族

の

質

は

ひ

ま

な

時

に

道

楽

と

し

て

、

遊

び

と

し

て

、

何

を

す

る

か

、

に

か

か

っ

て

い

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

西

洋

に

お

け

る

楽

の

問

題

と

し

て

、

ま

ず

そ

の

楽

、

快

楽

を

人

生

最

高

の

価

値

と

考

え

て

い

る

エ

ピ

ク

ロ

ス

派

の

教

説

に

ふ

れ

た

。

そ

れ

を

も

っ
て

西

洋

思

想

の

楽

を

代

表

さ

せ

た

。

快

楽

を

あ

ら

ゆ

る

倫

理

学

説

が

そ

れ

ぞ

れ

に

評

価

す

る

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

を

典

型

的

に

評

価

す

る

学

説

を

も

っ

て

代

表

さ

せ

た

の

で

あ

る

。

次

に

楽

を

も

た

ら

す

も

の

と

し

て

、

ギ

リ

シ

ア

人

が

何

を

考

え

た

か

、

何

を

創

り

出

し

た

か

に

ふ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

必

ず

し

も

エ

ピ

ク

ロ

ス

派

に

結

び

つ

く

も

の

で

は

な

く

、

ギ

リ

シ

ア

民

族

の

創

り

出

し

た

も

の

と

し

て

考

え

た

。

楽

を

も

た

ら

す

も

の

と

し

て

、

ギ

リ

シ

ア

人

が

何

を

創

り

出

し

た

か

を

考

え

、

ま

た

そ

れ

ら

が

も

た

ら

す

楽

の

性

質

を

分

析

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

ギ

リ

シ

ア

人

が

喜

ん

だ

楽

し

み

の

性

格

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

と

こ

ろ

が

そ

の

よ

う

な

も

の

と

し

て

、

上

に

と

り

あ

げ

た

ギ

リ

シ

ア

文

化

の

遺

産

は

、

み

な

宗

教

が

ら

み

の

も

の

で

あ

っ

た

。

ほ

と

ん

ど

が

ギ

リ

シ

ア

宗

教

の

祭

事

の

遺

産

と

い

え

る

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

。

し

か

し

宗

教

は

楽

し

み

を

も

た

ら

す

も

の

で

あ

る

か

。

し
か
し
こ
こ
に
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
（
一
八
七
二
―

一

九

四

五

）

の

「

ホ

モ

・

ル

ー

デ

ン

ス

」

（

一

九

三

八

年

）

と

い

う

書

物

が

あ

る

。

（
ド
イ
ツ
語
版
Ｊ
ｏ
ｈ
ａ
ｎ
　
Ｈ
ｕ
ｉ
ｚ
ｉ
ｎ
ｇ
ａ
,
　
Ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
　
Ｌ
ｕ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
,
　
Ｖ
ｏ
ｍ
　
Ｕ
ｒ
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ

Ｋ

ｕ

ｌ
ｔｕ

ｒ

　
i
m
　
Ｓ
ｐ

ｉｅ
ｌ

．
　
Ｒ

ｏ
w

ｏ

ｈ
ｌ
ｔ

．
　
１
９
５
６
）

こ

の

有

名

な

書

物

の

冒

頭

と

末

尾

に

、

プ

ラ

ト

ン

の

『

法

律

』

の

同

一

箇

所

の

引

用

が

二

度

に

わ

た

っ

て

な

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

引

用

箇

所

の

一

部

を

、

こ

こ

に

引

用

す

る

と

、

ア

テ

ナ

イ

か

ら

の

客

人
　

わ

た

し

の

言

う

意

味

は

、

真

剣

な

事

柄

に

つ

い

て

は

真

剣

で

あ

る

べ

き

だ

が

、

真

剣

で

な

い

事

柄

に

つ

い

て

は

真

剣

で

あ

る

な

と

い

う

こ

と

、

そ

し

て

ほ

ん

ら

い

神

は

す

べ

て

の

浄

福

な

真

剣

さ

に

値

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

人

間

の

方

は

、

前

に

も

述

べ

ま

し

た

が

、

神

の

玩

具

と

し

て

つ

く

ら

れ

た

も

の

で

あ

り

、

そ

し

て

じ

っ

さ

い

こ

の

こ

と

が

ま

さ

に

、

人

間

に

と

っ

て

最

善

の

こ

と

な

の

だ

と

い

う

りよ想思洋西一亅隍
ＩＱ

．
｝



こ

と

で

す

。

で

す

か

ら

、

す

べ

て

の

男

も

女

も

、

こ

の

役

割

に

従

っ

て

、

で

き

る

だ

け

見

事

な

遊

び

を

楽

し

み

な

が

ら

、

そ

の

生

涯

を

送

ら

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

、

現

在

と

は

正

反

対

の

考

え

方

を

し

て

ね

。

（
Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｏ
ｎ
,
　
Ｌ
ｅ
ｇ
ｅ
ｓ
,
　
８
０
３
　
Ｃ
．
プ
ラ
ト
ン
「
法
律
」
森
・
池
田
・
加
来
氏
訳
、

岩
波
全
集
版
四
二
三
―
四
頁
）

冒

頭

の

方

の

引

用

の

す

ぐ

あ

と

で

、

ホ

イ

ジ

ン

ガ

は

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。
「

こ

の

プ

ラ

ト

ン

の

遊

び

と

神

聖

な

る

も

の

と

の

同

一

化

は

神

聖

な

も

の

を

遊

び

と

呼

ぶ

こ

と

で

冒

涜

し

て

い

る

の

で

は

な

い

。

そ

の

反

対

で

あ

る

。

彼

は

、

遊

び

と

い

う

観

念

を

、

精

神

の

最

高

の

境

地

に

引

き

上

げ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

れ

を

高

め

て

い

る

。
」
（
ｏ
ｐ

．ｃ
ｉｔ

．　
Ｓ

．　２
６

．
ホ
イ

ジ

ン

ガ
、

高

橋

英
夫
氏
訳
「
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
」
五
五
頁
、
中
公
文
庫
）
「
こ
う
し
て
、
祭
式
的

形

式

を

も

つ

行

事

と

遊

び

の

さ

ま

ざ

ま

な

形

式

と

の

あ

い

だ

に

大

き

な

同

質

性

が

あ

る

こ

と

が

、

明

る

い

光

で

照

ら

し

出

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。
」
（
ｉｂ
ｉｄ

．
同

所

）

さ

ら

に

次

の

よ

う

に

述

べ

る

。
「

遊

び

と

祭

式

の

本

質

的

、

根

源

的

な

同

一

性

と

い

う

こ

と

を

ま

ず

受

け

容

れ

さ

え

す

れ

ば

、

清

め

ら

れ

た

奉

献

の

場

が

根

本

的

に

は

遊

び

の

場

で

あ

る

こ

と

が

承

認

で

き

る

。
」
（
ｏ
ｐ

．ｃ
ｉｔ

．　
Ｓ

．

２
７

．
同

書

五

七

頁

）

以

上

ホ

イ

ジ

ン

ガ

か

ら

の

引

用

を

い

く

つ

か

試

み

た

が

、

そ

れ

ら

の

考

察

に

よ

っ

て

宗

教

と

遊

び

と

の

関

係

が

明

快

に

語

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

ら

に

よ

っ

て

、

ギ

リ

シ

ア

の

産

ん

だ

代

表

的

文

物

が

、

時

代

の

経

過

に

つ

れ

て

、

そ

の

宗

教

が

亡

び

る

と

と

も

に

、

遊

戯

性

の

勝

っ

た

も

の

に

転

化

し

て

い

っ

た

こ

と

を

、

は

っ
き

り

と

あ

と

づ

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

れ

は

、

そ

れ

以

上

は

の

ぞ

め

な

い

よ

う

な

断

定

的

な

説

明

で

あ

る

が

、

現

代

フ

ラ

ン

ス
の
社
会
学
者
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
は
こ
の
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
触
発
さ
れ
な
が

ら

、

ホ

イ

ジ

ン

ガ

は

聖

と

俗

と

を

あ

ま

り

に

も

同

一

視

し

て

、

両

者

の

違

い

を

無

視

し

て

い

る

と

批

判

し

て

い

る

。

こ

う

い

う

批

判

は

他

に

も

あ

り

う

る

と

思

う

。

し

か

し

そ

の

ロ

ジ

エ

ー
カ

イ

ヨ

ワ

自

身

が

そ

の

著

『

遊

び

と

人

間

』

「
Ｌ
Ｅ
Ｓ
　
Ｊ
Ｅ
Ｕ
Ｘ
　
Ｅ
Ｔ
　
Ｌ
Ｅ
Ｓ
　
Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｓ
,
　
１
９
５
８
）
の
日
本
語
版
の
序
文
の
冒

頭

で

「

本

書

は

一

九

五

八

年

に

出

版

さ

れ

た

。

こ

れ

は

シ

ラ

ー

の

予

言

的

直

観

と

Ｊ

・

ホ

イ

ジ

ン

ガ

の

み

ご

と

な

分

析

『

ホ

モ

・

ル

ー

デ

ン

ス

』

の

あ

と

を

受

け

つ

ぐ

も

の

で

あ

る

。
」

（

多

田

道

太

郎

・

塚

崎

幹

夫

氏

訳

『

遊

び

と

人

間

』

日

本

版

へ

の

序

文

）

と

の

べ

て

い

る

。

以

て

カ

イ

ヨ

ワ

に

対

す

る

ホ

イ

ジ

ン

ガ

の

影

響

の

強

さ

が

分

る

で

あ

ろ

う

。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
も
う
一
人
の
詩
人
フ
ジ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ラ
ー

は

、

カ

ン

ト

の

影

響

下

に

美

学

、

倫

理

学

の

個

性

的

な

論

文

を

書

い

た

学

者

で

も

あ

る

。

そ

し

て

カ

イ

ヨ

ワ

の

い

う

と

お

り

、

予

言

者

的

な

洞

察

で

も

っ

て
、
遊
び
（
S
p
i
e
l
）
が
人
間
の
至
高
の
行
為
の
形
態
で
も
あ
り
う
る
こ
と

に

、

哲

学

的

な

根

拠

を

与

え

た

の

で

あ

る

。

「

人

間

は

語

の

完

全

な

意

味

で

人

間

で

あ

る

時

に

の

み

、

遊

戯

す

る

の

で

あ

り

、

ま

た

人

間

は

遊

戯

す

る

時

に
の
み
真
に
人
間
な
の
で
あ
る
。
」
「
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ラ
ー
『
人
間
の
美
的

教
育
に
つ
い
て
』
第
一
五
信
　
Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
,
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

Ｅ
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
,
　
１
７
９
５
.
）

（

こ

や

ま

・

ち

ゅ

う

ま

る

、

中

世

哲

学

・

宗

教

哲

学

、

早

稲

田

大

学

教

授

）
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