
〈

研

究

論
文
３

〉

ピ
ュ
ロ
ン
と
イ
ン
ド
思
想

は

じ

め

に

エ
リ
ス
出
身
の
ピ
ュ
ロ
ン
（
前
三
六
〇
頃
～
二
七
〇
頃
）
は
、
一
般
に
古
代
懐

疑

主

義

哲

学
（
ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈｏ
ｎ
ｉｓ
m
）
の
祖

と

さ

れ

て

い

る
が

、

古

代

末

の

哲
学

史
家

デ

ィ
オ

ゲ

ネ

ス

・

ラ

エ
ル
テ

ィ

オ
ス
（
以
下
Ｄ
Ｌ

と
略
記
）
に
よ

れ

ば

、
彼

は
、

そ

の

師

で

あ

っ
た

ア

ナ
ク

サ

ル

コ

ス

に
随

従

し

て

ア

レ

ク

サ

ン
ド

ロ
ス

（
ア

レ
キ
サ
ン
ダ

ー
大
王

）

の
イ

ン

ド
遠

征

隊

に
加

わ

り
、

イ

ン
ド

の

「
裸

の

哲
学

者

た

ち
（
ｇ
ｙ
ｍ
ｎ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉｓ
ｔ
ａ
ｉ
）
」

と

出

会

っ
て

決
定

的

な

影

響

を

受

け

、

そ

の

結

果

「
き

わ

め
て

高

尚

な

仕

方

で

哲

学

す

る

よ

う

に

な

っ

た
」

と

言

わ

れ

て

い
る
（
Ⅸ
,
 
6
1
)
。
従
来
こ
の
報
告
は
無
視
或
い
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た

が

、

し

か

し

彼

の
思

想

の

特

異

性

に

注

目
す

る

な

ら

ば

、
や

は
り

資

料

の

許

す

限

り

こ

の
伝

承

を

追
跡

調

査

し

、

さ

ら

に
そ

れ

を
比

較
思

想

的

観

点

か

ら

検

討

し
て

み

る
べ

き

で

あ

ろ

う

。
筆

者

は
第

十

七
回

大

会

に

お

い
て

こ

の
作

嘉
　
吉
　
純
　
夫

業

を
行
な

っ
た
が
、
こ
の
小
論

は
そ
の
概
要

を
報
告
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た

も

の
で
あ
る
。一

さ

て
、

ピ

ュ

ロ

ン
の

哲

学

的
原

点

を
考

究

す

る

に
あ

た

っ
て

は
、

ま
ず

彼

の
根

本

思

想

が

い

か
な

る

も

の

で

あ

っ
た

の

か
確

認

し

て

お

か
ね

ば

な

ら

な

い

。

ピ

ュ

ロ
ン
自

身

は

著

作

を

残

さ

な

か

っ
た
が

、

し

か

し

ア
リ

ス

ト

ク

レ

ス

を

介

し

て

エ
ウ

セ

ビ

オ

ス
の

『
福

音

の
準

備

』

に
保
存

さ

れ
て

い

る

一

節

（
ピ
ュ
ロ
ン
の
直
弟
子
テ
ィ
モ
ン
の
著
作
『
ピ
ュ
ト
ン
』
か
ら
の
要
約
引
用
と
推
定
さ
れ

る
）
は

、
以

下

の

よ
う

に

ピ

ュ

ロ

ン
の

哲
学

を
概

括

し

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

、

テ

ィ

モ

ン

の
語

る

と

こ

ろ

で

は
、

彼

（
ピ

ュ

ロ

ン
）

は

次

の
よ

う

に

言
明

し

て

い

る

と

い

う

。

す

な

わ

ち
、
「
諸

事
物

（
ｔ
ａ

ｐ
ｒ
ａ
ｇ
ｍ
ａ
ｔ
ａ
）
は

等

し

く
無

差

別

な

も

の
（
ａ
ｄ
ｉａ
ｐ
ｈ
ｏ
ｒ
ａ
）
で

あ

り

、
不

確

5
4



定

な

も

の

（

ａ

ｓ

ｔ
ａ

ｔ

ｈ
ｍ

ｅ

ｔ
ａ

）

で

あ

り

、

～

で

あ

る

と

判

定

し

え

な

い

も

の

（
ａ

ｎ

ｅ
ｐ

ｉ
ｋ

ｒ

ｉ
ｔ
ａ

）

で

あ

っ

て

、

そ

れ

故

我

々

の

感

覚

や

判

断

は

、

い

ず

れ

も

真

を

告

げ

も

し

な

け

れ

ば

偽

を

告

げ

も

し

な

い

。

従

っ

て

、

こ

の

故

に

そ

れ

ら

（

感

覚

や

判

断

）

に

信

を

置

く

こ

と

な

く

、

む

し

ろ

一

つ

一

つ

の

も

の

に

つ

い

て

、

『

～

で

あ

ら

ぬ

よ

り

も

～

で

あ

る

わ

け

で

は

な

い

』

と

か

『

～

で

も

あ

る

し

～

で

な

い

の

で

も

あ

る

』

と

か

『

～

で

も

な

い

し

～

で

な

い

の

で

も

な

い

』

と

か

言

っ

て

（

別

訳

－

『

～

で

あ

る

の

で

も

、

？

で

あ

ら

ぬ

の

で

も

、

？

で

あ

り

か

つ

～

で

あ

ら

ぬ

の

で

も

、

～

で

も

な

け

れ

ば

～

で

な

い

の

で

も

な

い

の

で

も

、

い

ず

れ

で

も

な

い

』

と

言

っ

て

）

、

一

切

判

断

を

下

さ

ず

、

い

ず

れ

に

も

傾

く

こ

と

な

く

、

揺

れ

動

か

ず

に

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

と

。

し

か

る

に

、

実

に

こ

の

よ

う

な

態

度

を

と

る

人

々

に

は

、

テ

ィ

モ

ン

の

語

る

と

こ

ろ

に

よ

れ

ば

、

ま

ず

無

主

張

（

定

言

の

回

避

）

が

、

次

い

で

平

静

な

悟

脱

の

心

境

（

ａ

ｔ
ａ

ｒ
ａ

ｘ

ｉ
ａ

）

、

結

果
と
し
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
（
Ｅ
ｕ
ｓ
ｅ
ｂ
ｉ
ｕ
ｓ
,

Ｐ
ｒ

ａ

ｅ
ｐ

ａ

ｒ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ

　
ｅ
ｖ
ａ

ｎ

ｇ
ｅ

ｌ
ｉ
ｃ
ａ

　
１
４
.
　

１
８

）

。

Ｅ
・
ツ
ェ
ラ
ー
以
来
、
こ
こ
に
要
約
的
に
記
さ
れ
て
い
る
ピ
ュ
ロ
ン
の
根

本

思

想

は

、

専

ら

認

識

論

的

な

観

点

か

ら

解

釈

さ

れ

て

き

た

。

こ

の

伝

統

に

従

え

ば

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

言

う

事

物

の

無

差

別

性

、

不

確

定

性

、

判

定

不

能

性

は

、

我

々

人

間

の

認

識

能

力

が

不

完

全

で

あ

る

こ

と

に

由

来

す

る

と

解

さ

れ

る
（
ｃ
ｆ
.
　
Ａ

．
　
Ａ
．
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｇ
，
　
Ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
《
Ｃ
Ｂ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｌ
ｅ
ｙ
-
Ｌ
ｏ
ｓ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ

，

１
９
８
６
》

。
　
ｐ
ｐ
．
　
８
０
-
８
１
）
。
或
い
は
、
我
々
自
身
の
認
識
や
判
断
の
真
偽
を
検
証
す

る

た

め

の

絶

対

的

な

基

準

を

、

我

々

が

有

し

て

い

な

い

こ

と

に

起

因

す

る

と

解
さ
れ
る
（
ｃ
ｆ

．
　
Ｃ
．
　
Ｌ
．
　
Ｓ
ｔ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
，
 
Ｓ
ｋ
ｐ
ｉ
ｃ
ｉ
ｓ
m
　
《
Ｂ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｌ
ｅ
ｙ
-
Ｌ
ｏ
ｓ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
，

１
９
６
９
》

，
　
ｐ
ｐ
．
　
１
９
-
２
０
）
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ュ
ロ
ン
の
思
想
的
原
点
は
、
認
識
論
上

の

懐

疑

論

な

い

し

は

不

可

知

論

に

あ

る

と

見

倣

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

言

明

を

も

う

一

度

虚

心

坦

懐

に

読

む

な

ら

ば

、

こ

の

よ

う

な

解

釈

に

は

重

大

な

欠

陥

が

あ

る

こ

と

が

了

解

さ

れ

る

。

何

故

な

ら

ば

、

案

に

相

違

し

て

、

原

文

に

お

い

て

は

、

感

覚

や

判

断

に

対

す

る

不

信

か

ら

事

物

の

判

定

不

能

性

が

導

出

さ

れ

て

は

お

ら

ず

、

む

し

ろ

反

対

に

、

事

物

の

無

差

別

性

、

不

確

定

性

を

根

拠

に

し

て

感

覚

や

判

断

に

対

す

る

不

信

が

表

明

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

金

山

弥

平

氏

は

、

そ

の

す

ぐ

れ

た

論

考

（
「

ピ

ュ

ロ

ン

に

お

け

る

事

物

の

無

差

別

性

」

『

西

洋

古

典

学

研

究

』

三

七

）

に

お

い

て

、

こ

の

点

に

加

え

て

さ

ら

に

い

く

つ

か

の

難

点

を

指

摘

し

て

い

る

が

、

い

ず

れ

に

し

て

も

、

純

認

識

論

的

な

懐

疑

だ

け

か

ら

は

、

「

ど

う

し

て

よ

い

か

わ

か

ら

な

い

」

と

い

う

不

安

定

な

精

神

状

態

が

生

ま

れ

る

こ

と

は

あ

っ

て

も

、

原

文
か
ら
感
得
さ
れ
る
よ
う
な
強
い
確
信
―
―
「
無
判
断
を
貫
い
て
無
動
揺
の

ま
ま
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
―
―
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
よ

う

に

思

わ

れ

る

。

実

際

、

捏

造

や

誇

張

が

数

多

く

含

ま

れ

て

い

る

と

は

言

え

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

実

生

活

に

関

す

る

Ｄ

Ｌ

の

報

告

に

は

、

そ

の

よ

う

な

確

信

や

信

念
の
存
在
を
示
唆
す
る
多
く
の
逸
話
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
Ｉ
Ｘ

，
　
６
１
―

6
8
）
。

こ

の

点

で

、

Ａ

・

Ａ

・

ロ

ン

グ

と

Ｄ

・

Ｎ

・

セ

ド

レ

イ

に

よ

る

新

解

釈

は

、

は

る

か

に

説

得

力

が

あ

り

、

傾

聴

に

値

す

る

。

彼

ら

は

、

セ

ク

ス

ト

ス

ー

エ

ン
ペ
イ
リ
コ
ス
を
代
表
と
す
る
後
期
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
者
た
ち
の
認
識
論
的

想思ドンイとン卩ａ
ピ５

ｙ

ｉｎ



懐

疑

を

、

そ

の

ま

ま

ビ

ュ

ロ

ン

解

釈

に

も

ち

込

む

こ

と

を

避

け

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

言

う

事

物

の

無

差

別

性

を

額

面

通

り

に

受

け

取

っ

て

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

哲

学

の
根
幹
に
一
種
の
形
而
上
学
説
―
―
「
世
界
や
事
物
そ
の
も
の
が
、
本
来
的

に

人

間

の

識

別

や

判

別

を

受

け

つ

け

な

い

よ

う

な

無

差

別

性

・

不

確

定

性

を

有
す
る
」
―
―
が
存
在
す
る
と
見
倣
し
て
い
る
（
ｃ
ｆ

．

Ａ

．
Ａ

．

Ｌ
ｏ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｄ
．
Ｎ
.

Ｓ
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
ｙ
，
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
《
Ｃ
ａ
ｍ
ｂ
ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
》
,
　
１
９
８
７
》
　
Ｉ
，
　
ｐ
．
　
１
６
；
　
Ｉ
Ｉ
,

ｐ

．
　
６

）

°

彼

ら

の

解

釈

は

原

文

の

論

理

に

よ

り

忠

実

で

あ

り

、

前

述

の

難

点

を

一

応

克

服

し

て

い

る

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

と

は

言

え

、

こ

の

解

釈

に

も

難

点

が

な

い

わ

け

で

は

な

く

、

再

び

金

山

氏

の

批

判

を

借

用

す

る

な

ら

ば

、

ピ

ュ

ロ

ン

は

事

物

の

本

性

的

な

無

差

別

性

を

認

め

肯

定

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

事

物

の

本

性

に

関

す

る

判

断

保

留

の

原

則

を

自

ら

破

る

と

い

う

自

己

矛

盾

を

犯

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

（

前

掲

論

文

、

五

九

頁

）

。

そ

こ

で

金

山

氏

自

身

は

、

原

文

に

お

け

る

「

事

物

（

ｔ
ａ

　
ｐ

ｒ

ａ

ｇ

ｍ

ａ

ｔ
ａ

）

」

は

事

実

上

「

事

物

に

関

す

る

人

々

の

把

握

（

各

人

に

現

わ

れ

る

と

こ

ろ

の

も

の

）

」

の

こ

と

で

あ

る

と

解

し

、

「

人

々

が

事

物

は

然

々

で

あ

る

と

考

え

る

も

の

は

、

い

ず

れ

も

等

し

く

、

実

際

に

そ

の

通

り

か

ど

う

か

と

い

う

点

で

他

と

特

に

異

な

ら

な

い

（
ａ

ｄ

ｉ
ａ

ｐ

ｈ

ｏ
ｒ

ａ

）

」

と

い

う

の

が

ピ

ュ

ロ

ン

の

主

張

の

真

意

で

あ

る

と

見

倣

し

て

い

る

。

こ

れ

は

言

わ

ば

論

争

超

越

的

解

釈

と

で

も

言

う

べ

き

解

釈

で

あ

り

、

氏

に

従

え

ば

、

ピ

ュ

ロ

ン

は

「

幸

福

達

成

に

は

事

物

の

本

性

の

把

握

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

ギ

リ

シ

ア

哲

学

の

伝

統

的

立

場

」

を

離

れ

て

、

世

界

の

あ

り

方

に

関

す

る

従

来

の

哲

学

者

た

ち

の

空

し

い

論

争

を

超

然

と

見

下

ろ

し

て

い

る

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

（

同

、

六

一

一

六

四

頁

）

。

だ

が

、

私
見

に

よ

れ
ば

、
こ

の
卓

見

に

も
や

は
り

難
点

が

あ

る

よ
う

に
思

わ

れ

る

。

す

な

わ

ち
、

原

文

中

の

「
事

物

」

を

「
事

物

に
関

す

る
人

々
の

把

握
」
と
解
す
る
の
は
何
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
り
、
ま
た
Ｄ
Ｌ
の
証
言
―
―

「
彼
（
ピ
ュ
ロ
ン
）
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
い

か
な

る

も

の

も
（
本

性
的

に
）
美

し

い

の

で

も

な
け

れ

ば

醜

い

の
で

も

な

い
し
、
正
し
い
の
で
も
な
け
れ
ば
不
正
で
あ
る
の
で
も
な
い
』
と
。
…
…
何

故

な

ら

ば

、

各

々

の

も

の

は

『
そ

れ
で

あ

る
よ

り

も
こ

れ

で

あ

る
』

と

い
う

こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
Ｉ
Ｘ
,
　
６
１
）
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ピ

ュ

ロ

ン
の

言

明

は

、

や

は

り
事

物

そ

の
も

の

の

本
性

や

区

別

を

め
ぐ

る
も

の

で

あ

る

と

解

す

べ

き

で

あ

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

の
で

あ

る

。

以

上

、

ピ

ュ

ロ
ン

の
根

本
思

想

と
そ

れ

に
対

す

る
い

く

つ

か

の
代

表

的

な

解

釈

を

瞥

見

し

た

が

、

こ

れ

ら

の
解

釈

は
互

い

に

相
容

れ

ず

、

ま

た

そ
れ

ぞ

れ
一

長

一

短

が

あ

っ
て

、

い

ず

れ

を
と

る
べ

き

か
判

然

と

し

な

い

。
筆

者

自

身

は
、

以

上

の

い

ず

れ

と

も

異

な

る
解

釈

を
と

る

べ
き

で

あ

る

と

考

え

る

が

、

そ

れ

は
、

前

掲

の

諸

解

釈

が

ほ

と

ん

ど
無

視

し

て

い

る

ピ

ュ

ロ

ン
の

「

イ

ン

ド
体

験
」

を

重

視

す

る

か

ら

に

他

な

ら

な

い
。

二

ピ
ュ
ロ
ン
が
師
ア

ナ
ク
サ
ル
コ
ス
と
と
も
に
参
加
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
イ

ン
ド
遠
征
隊
と
、
イ
ン
ド
の
「
裸
の
哲
学
者
た
ち
」

と
の
接

触
の
実
態

に
関
す

る
記
録
は
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
ア

リ
ア
ノ
ス
、

デ

ィ
オ
ド
ロ
ス
、

ス
ト
ラ

ボ
ン
等
の
史
家
た
ち
の
書
物
に
保

存
さ

れ
て
い
る
が
、



紙

数

の

制

約

上

こ

こ

で

そ

の

す

べ

て

を

検

討

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

ま

た

、

そ
れ
ら
史
料
に
は
、
ア
ナ
ク
サ
ル
コ
ス
の
名
は
散
見
さ
れ
る
が
、
ピ
ュ
ロ
ン

そ

の

人

の

名

は

見

当

た

ら

な

い

。

も

っ

と

も

、

当

時

彼

の

哲

学

的

キ

ャ

リ

ア

が

ま

だ

浅

か

っ

た

こ

と

、

ま

た

彼

が

ア

レ

ク

サ

ン

ド

ロ

ス

の

随

行

者

た

る

ア

ナ

ク

サ

ル

コ

ス

の

同

伴

者

と

い

う

立

場

で

あ

っ

た

こ

と

等

を

勘

案

す

る

な

ら

ば

、

そ

の

こ

と

自

体

は

別

段

不

思

議

で

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

我

々

と

し

て

は

、

少

な

く

と

も

史

料

が

伝

え

る

と

こ

ろ

の

要

点

だ

け

は

把

握

・

確

認

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

ま

ず

有

名

な

プ

ル

タ

ル

コ

ス

は

、

イ

ン

ド

の

裸

の

行

者

た

ち

が

ア

レ

ク

サ

ン

ド

ロ

ス

（
以

下

Ａ

と
略

記

）

に

激

し

く

抵

抗

し

、

そ

れ

に

対

し

て

Ａ

が

か

な

り
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
お
り
（
Ｂ
ｉ
ｏ
ｉ
　
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｌ
ｏ
ｉ
,
　
Ａ
ｌ
ｅ
ｘ
．
，

Ｌ
Ｉ
Ｘ
，
　
４
；
Ｌ
Ｍ
Ⅳ
，
1
-
Ｌ
Ｘ
Ｖ
,
　
１
）
、
そ
こ
か
ら
我
々
は
、
彼
ら
と
の
接
触
が
、
Ａ

一

行

に

と

っ
て

相

当

な

重

み

を

も

つ

出

来

事

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

ま

た

ア

リ

ア

ノ

ス

は

、

行

者

た

ち

の

或

る

一

団

が

、

Ａ

一

行

に

対

し

て

た

だ

黙

っ

て

地

面

を

踏

ん

で

見

せ

、

Ａ

の

野

望

の

空

し

さ

を

揶

揄

し

て

、

大

王

と

て

死

ね

ば

埋

葬

さ

れ

て

わ

ず

か

な

土

地

を

占

有

す

る

に

す

ぎ

な

く

な

る

こ

と

を

示

し

た

、

と

い

う

エ

ピ

ソ

ー

ド

を

伝

え

て

い

る

が

（
Ａ
ｌｅ
ｘ
ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｕ

　Ａ
ｎ
ａ
-

ｂａ
ｓ
ｉｓ

，　Ｖ
Ｉ
Ｉ

，　
１

，
　４
-６
」
、

こ

の

話

は

ピ

ュ

ロ

ン

の

思

想

的

原

点

を

考

え

る

上

で

甚

だ

興

味

深

い

。

と

い

う

の

は

、

彼

の

弟

子

の

一

人

ピ

ロ

ン

が

、

彼

が

人

間

的

生

の

無

常

と

空

し

さ

を

詠

っ

た

ホ

メ

ロ

ス

の

詩

句

を

こ

よ

な

く

愛

し

て

い

た

と

い

う

事

実

を

伝

え

て

い

る

か

ら

で

あ

る

（
Ｄ
Ｌ

，　
Ｉ
Ｘ

，　
６
７
）
。

だ

が

。

諸

史

料

が

最

も

比

重

を

置

い

て

伝

え

て

い

る

の

は

、

Ａ

一

行

が

ダ

ン

ダ

ミ

ス

と

呼

ば

れ

る

人

物

の

率

い

る

裸

の

行

者

た

ち

の

一

団

と

交

渉

を

も

っ

た

こ

と

、

そ

し

て

そ

の

中

か

ら

カ

ラ

ノ

ス

と

い

う

名

の

人

物

が

一

行

に

同

行

す

る

こ

と

に

な

り

、

Ａ

の
随

行

者

た

ち

に

相

当

な

思

想

的

影

響

を

与

え

た

後

に

、

病

を

得

て

、

自

ら

望

ん

で

火

葬

用

の

薪

の

上

に

上

り

、

一

行

の
眼

前

で

焚

死

し

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

時

の

一

行

の

反

応

に

つ

い

て

、

ア

リ

ア

ノ

ス

は

、
「

カ

ラ

ノ

ス

が

火

炎

の

中

で

、

身

体

の

い

か

な

る

部

分

を

も

微

動

だ

に

さ

せ

ず

に

い

る

の

を

見

て

ま

さ

に

驚

嘆

し

た

の

で

あ

っ

た

」

と

伝

え
（
Ｖ
Ｉ
Ｉ
，
　
３
，
　
１
-
６
）
、
ま
た
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
は
、
「
居
合
わ
せ
た
人
々
の
内
の

或

る

者

た

ち

は

、

カ

ラ

ノ

ス

は

気

が

違

っ

た

の

だ

と

し

て

彼

を

非

難

し

、

ま

た

或

る

者

た

ち

は

、

苦

痛

に
対

す

る

自

ら

の

忍

耐

力

を

、

徒

ら

に

誇

示

し

よ

う

と

す

る

虚

栄

心

の

あ

ら

わ

れ

と

見

倣

し

て

非

難

し

た

の

で

あ

る

が

、

し

か

し

或

る

者

た

ち

は

、

そ

こ

に

剛

胆

と

死

の

蔑

視

と

を

認

め

て

、

心

底

驚

嘆

の

念

に

打

た

れ

た

の

で

あ

っ

た

」

と

伝

え

て

い

る

（
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌｉｏ
ｔｈ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｈ
ｉｓ
ｔｏ
ｒ
ｉｋ
ｅ

，

Ｘ
Ｖ
Ｉ
Ｉ
，
　
１
０
７
，
　
５
）
。
さ
ら
に
ア
リ
ア
ノ
ス
は
そ
の
後
日
談
に
も
触
れ
（
Ｖ
Ｉ
Ｉ
，
　
１
８
，

６
）
、

ま

た

以

上

の

史

家

た

ち

が

資

料

と

し

て

用

い

た

と

推

定

さ

れ

る

メ

ガ

ス

テ

ネ

ス

の

報

告

も

、

や

は

り

ダ

ン

ダ

ミ

ス

や

カ

ラ

ノ

ス

に

ま

つ

わ

る

同

様

の

情
報
を
記
載
し
て
い
る
（
ｃ
ｆ
.
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｂ
ｏ
ｎ
，
　
Ｇ
ｅ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｋ
ａ
，
　
Ｘ
Ｖ
，
　
１
，
　
６
８
）

そ

し

て

、

以

上

の

報

告

が

大

筋

に

お

い

て

信

憑

性

を

有

す

る

こ

と

は

、

実

際

に

Ａ

に

随

行

し

た

キ

ュ

ニ

コ

ス

派

の

哲

学

者

オ

ネ

シ

ク

リ

ト

ス

の

証

言

に

よ

っ

て

保

証

さ

れ

る

。

こ

の

証

言

は

、

ス

ト

ラ

ボ

ン

の

『
地

理

書

』

第

十

五

巻

第

一

章

に

、

三

節

に

わ

た

っ

て

要

約

・

引

用

さ

れ

て

お

り

、

そ

こ

に

は

、

想思ドンイとンロ
ュ

ピ７冖
Ｄ



ダ

ン

ダ

ミ

ス

の

率

い

る

十

五

人

の

集

団

が

タ

ク

シ

ラ

の

町

の

郊

外

で

炎

天

下

苦

行

に

勤

し

ん

で

い

る

様

子

、

そ

の

後

カ

ラ

ノ

ス

が

Ａ

一

行

に

同

行

し

て

最

後

に

焚

死

し

た

こ

と

、
初

対

面

時

に

お

け

る

彼

ら

と

の

会

話

の

内

容

、

ま

た

そ

れ

に

際

し

て

、

哲

学

的

に

無

知

な

通

訳

を

次

々

と

三

人

介

さ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

と

い

う

困

難

な

状

況

、

さ

ら

に

は

彼

ら

行

者

た

ち

の

脱

俗

的

な

生

活

信

条

や

生

活

実

態

、

こ

う

し

た

こ

と

が

オ

ネ

シ

ク

リ

ト

ス

自

身

の

直

接

的

な

見

聞

に

基

づ

い

て

生

き

生

き

と

記

さ

れ

て

い

る

（

Ｘ

Ｖ
「
　
１（

　
６
３
-
６
５
）
。

加

え

て

、

ス

ト

ラ

ボ

ン

の

同

書

に

は

、

Ａ

の

部

将

で

あ

っ

た

ネ

ア

ル

コ

ス

と

ア

リ

ス

ト

プ

ウ

Ｊ

ス

の

証

言

も

保

存

さ

れ

て

お

り

、

特

に

後

者

は

、

バ

ラ

モ

ン

の

行

者

た

ち

が

、

Ａ

の

眼

前

で

実

際

に

苦

行

を

教

示

し

た

と

い

う

興

味

深

い

出

来

事

を

伝

え

て

い

る

（

Ｘ

Ｖ
「

　
１（

　
６
６
）

°

さ

て

、

以

上

が

ピ

’

ロ

ン

が

参

加

し

た

と

伝

え

ら

れ

る

Ａ

の

イ

ン

ド

遠

征

隊

と

、

「

裸

の

哲

学

者

た

ち

」

と

の

接

触

に

関

す

る

記

録

の

概

要

で

あ

る

が

、

彼

が

一

行

に

随

行

し

、

上

述

の

よ

う

な

体

験

を

と

も

に

し

た

と

す

る

な

ら

ば

、

彼

は

ど

の

よ

う

な

思

想

的

影

響

を

被

っ

た

と

見

倣

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

か

。

三

ま

ず

こ

の

点

を

め

ぐ

る

古

典

的

な

見

解

の

一

つ

と

し

て

、

ピ

’

ロ

ン

の

内

に

仏

教

的

な

「

阿

羅

漢

」

に

近

い

理

想

を

認

め

る

Ｊ

・

バ

ー
・

ネ

ッ

ト

の

見

解

を

あ

げ

ね

ば

な

ら

な

い

。

彼

は

、

ピ

ュ

ロ

ン

を

懐

疑

家

と

し

て

よ

り

宗

教

的

修

行

者

と

し

て

捉

え

る

べ

き

で

あ

る

と

主

張

し

て

い

る

（

Ｅ

ｎ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌｏ
ｐ
ａ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ

　
ｏ
ｆ

Ｒ

ｅ
ｌ
ｉｇ

ｉ
ｏ
ｎ
ｓ

　ａ
ｎ

ｄ

　
Ｅ

ｔ
ｈ
ｉｃ
ｓ

「

　
Ｘ

Ｉ（

　ｐ

．
　
２
２
９
）
　°

た

し

か

に

、

Ｄ

Ｌ

の

伝

え

ゐ

ピ

漂

口

ン
の
生
活
態
度

に
は
求
道
者
の
そ
れ
に
近
い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
が
、
し

か
し
、
苦
行

に
せ
よ
禅
定

に
せ

よ
、
ピ
ュ
ロ
ン
が
イ

ン
ド
的
な
行

を
と
り
入

れ
た
形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
先
掲

の
史
料
に
も
仏
教

徒
と

の
接

触

を
示
唆
す

る
記
録

は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
こ
の
解

釈
は
文
献
的

な
裏
付
け
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ

に
対

し
て
歴
史
家
Ｇ

・
ウ

″
ド
コ

″
ク
は
、
史
料
を
踏
ま
え
た
上
で
、

ピ
ュ

ロ
ン
が
行

者
た
ち
か
ら
思

想
的
影
響
を
受

け
。
「
あ
る
新

し

い

観
念
を

伴
な

っ
て
」
帰

郷
し
た
と
発
言
し
て
お
り
（『
古
代
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
文
化
』
金

倉
圓
照
訳
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
二
、
一
八
五
頁
）
、
そ

の
点
で
よ
り
説
得
力

が

あ
る
。
し
か
し
彼

は
内

容
的

に
踏
み
込
ん
だ
解
釈

を
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た

ダ
ン
ダ
ミ
ス
や

カ
ラ
ノ
ス
を

ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
と
見
做
す
と
い
う
首
肯

し
難
い

見
解

に
立

っ
て

い
る
（
同
、
二
三
及
び
三
二
頁
）
。
一
糸
纏
わ
ぬ
裸
で
修
行
す

る

と
い
う
点
で

は
、
た
し

か
に
ジ
ャ
イ

ナ
教
徒
こ
そ

「
裸
の
哲
学
者
」
と

い
う

呼
称
に
ふ
さ

わ
し

い
と
言

い
う

る
が
、
極
端
な
ま
で
の
苦
行

主
義
と
静
寂
主

義
を
貫
く
と

さ
れ
て

い
る
ジ

ャ
イ
ナ
教
徒

が
、
少
な
く
と
も
史
料
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
な

か
た
ち
で
Ａ

一
行
と
係

わ
り
を
も
つ
と
は
考
え
難
く
、
こ
の

点
で
や

は
り
受
け
入
れ
難
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

筆
者

の
知

る
限
り
、
思
想
内
容
の
面
で
最
も
充
実
し
た
考
察

を
行

な
っ
て

い
る
の
は
Ｅ
・
フ
リ
ン
ト
ッ
フ
で
あ
る
。
彼
は
数
々
の
卓
見
を
示
し
て
い
る

が
、
彼
が
最
も
重
視
す
る
の
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
の
思

想
表
現

の
内

に
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
の
、
「
～
で
あ
る
、
～
で
あ
ら
ぬ
、
～
で
あ
り
か
つ

～
で
あ
ら
ぬ
、

～
で
あ
る
の
で
も
な
く
～
で
あ
ら
ぬ
の
で
も
な
い
」
と

い
う
言
表

の
仕
方
で



あ

る

。

彼

は

こ

れ

を

ｑ

ｕ

ａ

ｄ
ｒ

ｉ
ｌ
ｅ

ｍ

ｍ

ａ

と

名

付

け

、

こ

れ

が

イ

ン

ド

懐

疑

論

の

祖

と

さ

れ

る

サ

ン

ジ

ャ

ヤ

の

ａ

ｍ

ａ

ｒ

ａ
ｖ

ｉ
ｋ

ｋ

ｈ

ｅ
ｐ

ａ

（

鰻

の

如

く

捕

え

難

い

議

論

）

に

見

ら

れ

る

論

法

に

酷

似

し

て

い

る

と

指

摘

し

て

い

る

（

Ｅ

． 　

Ｆ

ｌ
ｉ
ｎ

ｔ
ｏ

ｆｆ

，

’
Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ
ｏ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ａ
’
，
　
Ｐ
ｈ
ｒ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
ｉ
ｓ
，
　
２
５
　
《
１
９
８
０
》
，
　
ｐ
．
　
９
２
；
　
ｐ
ｐ
．
　
９
９
-
１
０
３
）
。
そ
の
実

例

は

『

沙

門

果

経

』

に

見

ら

れ

る

が

、

こ

こ

で

は

引

証

す

る

余

裕

が

な

い

。

い

ず

れ

に

せ

よ

、

こ

の

種

の

論

法

を

用

い

、

断

定

の

回

避

か

ら

心

の

平

静

の

獲

得

へ

と

進

む

点

に

お

い

て

両

者

は

共

通

で

あ

り

、

そ

こ

で

も

し

こ

う

し

た

面

で

の

思

想

の

伝

達

が

あ

っ

た

と

す

る

な

ら

ば

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

根

本

思

想

は

、

金

山

氏

の

解

釈

に

あ

る

よ

う

に

、

何

よ

り

論

争

超

越

的

性

格

の

も

の

と

し

て

理

解

す

る

の

が

適

切

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

但

し

、

サ

ン

ジ

ャ

ヤ

の

論

題

に

は

死

後

の

世

界

や

死

後

の

存

在

に

係

わ

る

も

の

が

多

い

の

に

対

し

て

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

関

心

は

専

ら

こ

の

世

の

事

物

の

あ

り

方

に

向

け

ら

れ

て

い

る

。

ま

た

先

掲

の

諸

史

料

は

、

サ

ン

ジ

ャ

ヤ

の

流

れ

を

汲

む

人

々

と

の

接

触

に

つ

い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
と
は
言
え
、
ｑ
ｕ
ａ
ｄ
ｒ
ｉ
ｌ
ｅ
ｍ
ｍ
ａ
は
初
期
の
仏

典

（

例

え

ば

小

マ

ー

ル

ン

キ

ャ

経

）

に

も

散

見

さ

れ

る

か

ら

、

ピ

ュ

ロ

ン

が

当

時

の

行

者

た

ち

の

間

で

交

わ

さ

れ

て

い

た

議

論

を

通

し

て

サ

ン

ジ

ャ

ヤ

の

思

想

を

知

り

、

間

接

的

に

影

響

を

受

け

た

と

想

定

す

る

こ

と

は

決

し

て

不

可

能

で

は

な

い

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

だ

が

、

前

掲

諸

史

料

に

基

づ

く

限

り

、

ピ

ュ

ロ

ン

に

最

大

の

影

響

を

与

え

た

の

は

、

バ

ラ

モ

ン

の

行

者

た

ち

と

そ

の

思

想

で

あ

る

と

見

る

べ

き

で

あ

る

。

『

ヴ

ェ

ー

ダ

』

で

は

火

神

ア

グ

ユ

に

高

い

地

位

が

与

え

ら

れ

、

『

ウ

パ

ニ

シ

ャ

″

ド

』

‘
に

は

、

バ

ラ

モ

ン

が

火

葬

に

ょ

っ

て

死

後

の

世

界

に

赴

く

べ

き

こ

と

が
説
か
れ
て
い
る
（
Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
．
　
Ｕ
ｐ
，
　
Ｖ
，
　
９
，
　
２
；
　
１
０
，
　
２
）
そ
れ
故
、
諸
史
料
に
記

さ

れ

て

い

る

カ

ラ

ノ

ス

の

焚

死

は

、

正

統

バ

ラ

モ

ン

の

流

儀

に

従

っ

た

も

の

で
あ
り
、
従
っ
て
ダ
ン
ダ
ミ
ス
一
派
は
バ
ラ
モ
ン
の
行
者
で
あ
る
と
見
倣
さ

れ

る

。

ま

た

カ

ラ

ノ

ス

は

当

時

七

十

三

歳

で

あ

っ

た

と

伝

え

ら

れ

て

い

る

か

ら

、

こ

の

点

で

も

、

所

謂

家

長

期

を

終

え

林

住

期

か

ら

遊

行

期

に

入

っ

た

バ

ラ

モ

ン

で

あ

る

と

見

る

の

が

妥

当

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

彼

ら

か

ら

の

思

想

の

伝

達

が

あ

っ

た

と

す

る

な

ら

ば

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

思

想

的

原

点

に

形

而

上

学

的

見

解

（

事

物

の

本

質

的

無

差

別

性

）

の

存

在

を

認

め

る

ロ

ン

グ

と

セ

ド

レ

イ

の

解

釈

が

正

当

化

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。

実

際

『

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ
ド
』
に
は
、
世
界
の
根
源
的
原
理
ブ
ラ
フ
マ
ン
或
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
は
、

た

だ

「

非

ず

、

非

ず

」

と

し

か

言

表

し

え

な

い

と

す

る

見

解

が

散

見

さ

れ

る

し
（
Ｂ
ｒ
ａ
ｄ
．
　
Ｕ
ｐ
．
　
Ｉ
Ｖ
，
　
２
，
　
４
；
　
４
，
　
２
２
；
　
５
，
１
５
）
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
本
源
的
世
界
に

お

い

て

は

、

こ

の

世

的

な

区

別

が

一

切

消

失

す

る

と

い

う

思

想

も

認

め

ら

れ

る

（

Ｂ
ｒ
ａ

ｄ
．
　
Ｕ
ｐ

．
　
Ｉ
Ｖ

，
　
３

，
　
２
２
）

し

か

し

な

が

ら

、

前

述

し

た

よ

う

に

、

ピ

ュ

ロ

ン

の

主

張

の

力

点

は

、

そ

の

よ

う

な

絶

対

的

世

界

の

あ

り

方

に

で

は

な

く

、

こ

の

世

界

や

こ

の

世

の

事

物

の

実

際

上

の

あ

り

方

に

置

か

れ

て

い

る

。

『

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

』

の

思

想

的

根

幹

を

な

す

と

さ

れ

る

、

所

謂

「

梵

我

一

如

」

の

形

而

上

学

説

を

彼

が

受

け

入

れ

た

形

跡

は

な

く

、

ま

た

ヤ

ー

ジ

ュ

ヤ

ヴ

ァ

ル

キ

ヤ

に

ょ

っ

て

説

か

れ

て

い

る

よ

う

な

認

識

論

上

の

卓

見

（

認

識

主

体

そ

れ

自

体

（

ア

ー

ト

マ

ン

）

は

認

識

さ

れ

え

な

い

）

も

彼

の

内

に

は

認

め

ら

れ

な

い

。

そ
こ
で
筆
者
と
し
て
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
が
カ
ラ
ノ
ス
他
の
バ
ラ
モ
ン
の
行
者

想思ドンイとンロ
ユ

ピ９５



た

ち

か

ら

受

け

取

っ

た

の

は

、

何

よ

り

も

ま

ず

、

こ

の

世

的

な

も

の

に

拘

泥

せ

ず

、

現

世

的

な

区

別

に

と

ら

わ

れ

な

い

と

い

う

精

神

的

態

度

で

あ

っ

た

と

考
え
た
い
。
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
に
は
、
こ
の
世
界
の
事
物
に
関
し
て
、

識

者

で

あ

る

こ

と

よ

り

も

む

し

ろ

愚

者

で

あ

る

こ

と

を

望

み

、

最

終

的

に

は

聖

者

で

あ

る

こ

と

に

も

聖

者

で

あ

ら

ぬ

こ

と

に

も

と

ら

わ

れ

な

い

、

と

い

う

修
行
の
理
念
が
語
ら
れ
て
い
る
（
Ｂ
ｒ
ａ
ｄ
．
　
Ｕ
ｐ
．
　
Ⅲ
,
　
５
,
１
）
ダ
ン
ダ
ミ
ス
ー
派

の

行

者

た

ち

が

果

た

し

て

こ

の

よ

う

な

高

尚

な

理

念

を

も

っ

て

い

た

か

ど

う

か

、

大

い

に

疑

問

で

は

あ

る

が

、

し

か

し

カ

ラ

ノ

ス

が

バ

ラ

モ

ン

と

し

て

、

こ

の

世

の

生

老

病

死

に

拘

泥

し

な

い

態

度

を

身

を

も

っ

て

示

し

た

こ

と

は

紛

れ

も

な

い

事

実

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

「

と

ら

わ

れ

の

な

さ

」

が

ビ
ュ
ロ
ン
に
最
大
の
感
銘
を
与
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
根
本
思
想
は
、

認

識

論

的

に

で

も

形

而

上

学

的

に

で

も

な

く

、

む

し

ろ

価

値

論

的

に

（
或

い

は

価

値

超

越

的

に

）

解

す

べ

き

で

あ

り

、

彼

の

言

う

ａ
ｄ
ｉａ
ｐ
ｈ
ｏ
ｒ
ａ

、

価

値

の

面

で

の

無

差

別

性

（

こ

の

世

の

事

物

が

価

値

的

に

ど

れ

も

大

同

小

異

で

あ

り

、

い

ず

れ

も

定

ま

り

が

な

く

、

こ

だ

わ

る

に

値

し

な

い

こ

と

）

を

含

意

し

て

い

る

と

見

る

べ

き

で

は

な

か

ろ

う

か

。

実

際

、

そ

の

後

ス

ト

ア

学

派

は

、

こ

の

語

を

正

邪

善

意

の

区

別

の

な

い

ど

う

で

も

よ

い

も

の

と

い

う

意

味

合

い

で

用

い

た

の

で

あ

る

。

筆

者

に

は

、

ピ

ュ

ロ

ン

が

、

絶

え

ず

正

邪

・

善

悪

・

美

醜

等

の

区

別

立

て

を

行

な

い

、

そ

れ

に

拘

泥

す

る

と

い

う

（

従

来

の

ギ

リ

シ

ア

の

哲

学

者

た

ち

を

含

め

て

）

世

の

人

々

に

遍

く

認

め

ら

れ

る

と

こ

ろ

の

認

識

活

動

や

生

活

態

度

そ

の

も

の

を

空

し

い

と

見

做

す

超

越

的

立

場

に

立

っ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

そ

こ

に

こ

そ

ピ

ュ

ロ

ン

の

思

想

的

新

し

さ

と

特

異

性

が

あ

り

、

そ

し

て

そ

れ

こ

そ

が

テ

ィ

モ

ン

を

し

て

「
人

間

た

ち

の

内

に

あ

っ

て

た

だ

一

人

神

の
よ
う
に
易
々
と
心
静
か
に
生
を
送
っ
た
」
と
感
嘆
せ
し
め
「
Ｄ
Ｌ
，
　
Ｉ
Ｘ
,
　
６
５
）
、

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

執

拗

な

ま

で

の

関

心

を

喚

起

し

（
Ｄ
Ｌ

，　
ＩＸ

，　
６
４
）
、

最

後

に

口

ー
マ
人
キ
ケ
ロ
の
批
判
―
―
「
ピ
ュ
ロ
ン
は
自
分
の
立
て
た
徳
に
欲
求
の
対

象
と
な
る
も
の
を
何
一
つ
残
し
て
い
な
い
」
（
Ｄ
ｅ
　
ｆ
ｉ
ｎ
．
　
Ｉ
Ｉ
，
　
１
３
，
　
４
３
）
―
―
を
招

い

た

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

ま

た

、

彼

の

哲

学

の

論

争

超

越

的

性

格

も

そ

こ

に

根

差

し

て

い

る

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

認

識

能

力

や

判

断

能

力

を

発

揮

す

る

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

そ

う

し

た

人

間

的

能

力

か

ら

自

由

に

な

る

こ

と

に

よ

っ
て

幸

福

を

得

よ

う

と

す

る

と

こ

ろ

に

、

非

ギ

リ

シ

ア

的

な

、

言

い

換

え

れ

ば

イ

ン

ド

的

な

思

想

の

ベ

ク

ト

ル

が

働

い

て

い

る

よ

う

に

筆

者

に

は

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

＊
　

筆
者

に
よ
る
ピ
ュ
ロ
ン
の
思
想
的
起
源
に
関
す

る
全
般
的
考
察
は
、
日
本
大
学

人

文
科
学
研
究

所
刊
「
研
究
紀
要
」
第
三
九
号
及
び
第
四
一
号
に
分
載

さ
れ
る
予

定
で
あ

る
。
本
稿
で

は
、
諸
史
料
や
文
献
の
詳
細
な
検
討
及

び
注
釈
は
省
略
さ
せ

て
戴

い
た
。

（
か

よ

し

・
す

み

お
、

ギ
リ

シ
ア

思

想

、

日

本

大

学

専
任

講

師

）
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