
（
研

究

論

文

５

〉

イ
ン
ド
に
お
け
る
「
順
世
派
」
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
快
楽
主
義

－

快
楽
主
義
の
思
想
は
人
生
訓
と
な
り
え
る
か

一
　

問

題

点

ア

ジ

タ

ー
ケ

ー

サ

カ

ン

バ

リ

ン

（
Ａ
ｊ
ｉｔａ
　
Ｋ
ｅ
ｓ
ａ
ｋ
ａ
ｍ

ｂ
ａ
一
Ｆ

）

は

、

紀

元

前

六
－

五

世

紀

の

イ

ン

ド

に

お

い

て

活

躍

し

た

、
い

わ

ゆ

る

「
六

師

外

道

」

の

う

ち

の

一
人

で

あ

る

。

彼

は

、

人

間

の
霊

魂

の

存

在

を

否

定

し

た

唯

物

論

者

と

伝

え

ら

れ

る

が

、

そ

の

一

方

で

、

そ

の

世

界

観

に

基

づ

い

た

快

楽

主

義

を

唱

え

た

人

物

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

唯

物

論

と

快

楽

主

義

が

組

み

合

わ

さ

っ

た

こ

の

よ

う

な

思

想

は

、

イ

ン

ド

に

お

い

て

一

般

に

「
順

世

派

」
（
）
ｏ
ｋａ
ｙ
ａ
ｔａ「
　
Ｃ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｋ
ａ
」
Ｊ

と

呼

ば

れ

、

後

代

に

至

る

ま

で

様

々

な

箇

所

で

言

及

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

ア

ジ

タ

、

あ

る

い

は

ア

ジ

タ
以

降

の
順

世

派

（

以

下

、

単

に

「
順

世

派

」
）

に

つ

い

て

の

伝

承

は

、

仏

教

経

典

や

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

神

学

の

文

献

に

よ

る

も

の

が

大

部

分

で

あ

り

、

こ

れ

ら

に

お

い
て

は

、
「
順

世

派

」

の

思

想

は

い
わ

ば

「

忌

避

す

べ

き

思

想

」

と

し

て

言

及

さ

れ

る

の

が

常

で

関
　
谷
　
雄
　
磨

99 1

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、
「
順

世

派

」

の

思

想

が

十

分

に

詳

述

さ

れ

て

い

る

と

は

言

え

ず

、

そ

の

実

相

を

捉

え

る

の

は

容

易

で

は

な

い

。

だ

が

、

ア

ジ

タ

は

「

六

師

外

道

」

の

一

人

と

し

て

初

期

仏

典

で

論

及

さ

れ

る

ほ

ど

の

人

物

で

あ

っ

た

し

、

以

降

の

「

順

世

派

」

も

ま

た

一

つ

の

思

想

の

潮

流

と

し

て

論

じ

ら

れ

て

い

る

と

い

う

事

実

か

ら

考

え

て

、

こ

れ

ら

の

快

楽

主

義

思

想

が

、

伝

統

的

な

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

の

倫

理

思

想

と

は

相

容

れ

な

い

も

の

で

あ

り

な

が

ら

、

そ

れ

で

も

な

お

一

定

の

一

貫

性

を

持

ち

、

か

つ

当

時

の

人

々

に

と

っ

て

人

生

訓

と

し

て

あ

る

程

度

の

説

得

力

を

持

つ

も

の

で

あ

っ

た

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

筆

者

に

は

思

わ

れ

る

。

そ

こ

で

本

稿

で

は

、

ま

ず

、

初

期

仏

典

と

ジ

ャ

イ

ナ

聖

典

に

お

け

る

伝

承

と

、

一

四

世

紀

に

ヴ

ェ

ー

ダ

ー

ン

タ

学

派

シ

ャ

ン

カ

ラ

派

の

マ

ー

ダ

ヴ

ア

に

よ

っ

て

著

さ

れ

た

「

全

哲

学

綱

要

」
（

 Ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
-
ｄ
ａ
ｒ
£ａ
ｎ
ａ
-ｓ
ａ
ｍ
ｇ
ｒ
ａ
ｋ
ａ
.）

に

依

拠

し

、

ア

ジ

タ

と

「

順

世

派

」

の

快

楽

主

義

が

い

か

な

る

も

の

で

あ

っ

た

か

を

確

認

す

る

。

そ

の

上

で

、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

思

想

を

基

盤

と

し

た

イ



ン

ド

に

お

い

て

、

彼

ら

の

快

楽

主

義

が
人

々

に

と

っ
て

ど

の

よ

う

に

人

生

訓

と

し

て

機

能

し

え

た

か

を

考

察

し

た

い

。

な

お

、

こ

の
考

察

に

あ

た

っ

て

は

、

古

代

ギ

リ

シ

ア

に

お

け

る

快

楽

主

義

者

、

キ

ュ

レ

ネ

学

派

の

ア

リ

ス

テ

ィ

ッ

ポ

ス

（
紀

元

前

四

三

五

頃
－

三

五

五

頃

）

お

よ

び

エ

ピ

ク

ロ

ス

（
紀

元

前

三

四

一
頃

－

二

七

〇

頃

）

の

思

想

を

取

り

上

げ

、

彼

ら

の
思

想

が

ど

の

よ

う

に

人

々

の

人

生

訓

と

な

り

え

た

か

と

い

う

問

題

と

比

較

し

つ

つ

、

論

を

進

め

た

い

。

ニ
　

ア

ジ

タ

ー
ケ

ー

サ

カ

ン

バ

リ

ン

の

思

想

ま

ず

、

ア

ジ

タ

の

思

想

が

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ
た

か

を

見

て

み

た

い

。

彼

の

思

想

を

伝

え

る

文

献

と

し

て

最

も

重

要

な

の

は

Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｈ
Ａ

Ｎ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ

。　
Ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ
ａ
-
Ｐ
ｈ
ａ
ｌａ
　
Ｓ
ｕ
ｔ
ｔａ

（
漢

訳

「
沙

門

果

経

」
）

で

あ

る

と

言

っ

て

よ

い
。

そ

こ

に

お

い

て

ア

ジ

タ

は

、

訪

ね

て

き

た

ア

ジ

ャ

ー

タ

サ

ッ

ト

ウ

に

「
修

行

生

活

の

成

果

」

を

問

わ

れ

る

が

、

そ

の
返

答

と

し

て

、

善

行

の

果

報

、

悪

行

の

報

い

は

な

い
と

す

る

〈
道

徳

的

因

果

律

の

否

定

〉
、

布

施

、

供

犠

な

ど

の

効

力

を

否

定

す

る

〈
宗

教

的

権

威

の

否

定

〉
、

人

間

は

地

水

火

風

の

四

大

元

素

か

ら

成

る

と

す

る

〈
唯

物

論

的

人

間

観

・

世

界

観

〉
、

人

間

は

死

後

再

び

四

大

元

素

に

還

元

し

、

死

後

に

は

も

は

や

存

在

し

な

い

と

す

る

〈
断

滅

論

〉

な

ど

を

語

る

。

し

か

し

な

が

ら
、

本

稿

の

関

心

に

お

い

て

よ

り

重

要

な

の

は

、

宇

井

伯

寿

氏

が

、
「
文

ま

で

ほ

ぽ

一
致

す

る

」

と

論

じ

て

、

上

記

箇

所

で

語

ら

れ

る

ア

ジ

タ

説

と

同

一

の

説

で

あ

る

と

見

な

し

、

パ

ー

リ

伝

『
沙

門

果

経

』

に

お

け

る

記

述

を

補

う

も

の

と

位

置

づ

け

る

、

ジ

ャ

イ

ナ

教

聖

典

o
ｕ
ｔｒ
ａ
ｔｃ
ｒ
ｔａ
ｎ
ｇ
ａ

中

の

記

述

で

あ

る

。

そ

の

箇

所

に

お

い

て

は

、

魂

は

肉

体
　
1
0
0

か

ら

離

れ

て

存

在

す

る

も

の

で

は

な

い

と

す

る

〈

魂

肉

体

同

一

説

〉

や

、

認

識

は

あ

く

ま

で

も

感

覚

器

官

に

よ

っ

て

得

ら

れ

る

と

す

る

〈

感

覚

主

義

的

認

識

論

〉

が
語

ら

れ

る

が

、
同

時

に

、

…

…

・
」
の

よ

う

に

し

て

、

彼

ら

は

快

楽

と

喜

び

と

性

的

欲

望

に

身

を

ゆ

だ

ね

る

。

彼

ら

は

貪

欲

で

あ

り

、

束

縛

さ

れ

て

お

り

、

熱

中

し

て

い

て

強

欲

で

、

愛

憎

の

奴

隷

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

彼

ら

は

自

分

自

身

を

解

放

す

る

こ

と

が

で

き

ず

、

…

…

彼

ら

は

い

わ

ぱ

、

快

楽

と

喜

び

と

に

執

着

す

る

の

で

あ

る

。

以

上

、

魂

と

肉

体

が

同

一

の

も

の

で

あ

る

と

考

え

る

最

初

の

人

間

に

つ

い

て

語

っ

た

。

Ｃ
Ｓ
ｕ
ｔｒａ
ｋ
ｒ
ｔａ
ｎ
ｇ
ａ「

｛
こ

゛
冨

｝

と

、
感

覚

主

義

的

認

識

論

に

基

づ

い
た

〈
快

楽

主

義

〉

が
語

ら

れ

て

い

る

。

ア

ジ

タ

の

思

想

を

体

系

的

な

も

の

と

し

て

捉

え

る

場

合

、

こ

れ

ら

の

お

の

お

の

主

張

が

ど

の

よ

う

に

連

関

し

て

い

る

の

か

と

い

う

問

題

が

生

じ

よ

う

。

し

か

し

、

彼

の

思

想

の

理

論

的

側

面

を

体

系

的

に

示

す

資

料

は

現

存

せ

ず

、

上

記

の

そ

れ

ぞ

れ

の

主

張

の

関

連

性

を

確

定

す

る

こ

と

は

困

難

で

あ

り

、

こ

こ

で

は

、

彼

の

思

想

の

様

々

な

側

面

を
列

挙

す

る

に

と

ど

め

な

け

れ

ぱ

な

ら

な

い

。

三
　
「
順

世

派

」

の

思
想

お

よ

び

、

ア

ジ

タ

の

思

想

と

の
差

違

次

に

、
「
順
世

派
」

の
思
想

を
見

て
み

た

い
。
「
順

世
派

」

の
思

想
を
伝

え

る
資
料

も
ま

た
、

ま
と

ま

っ
た

も
の

と
し
て
残

さ

れ
て

い
る
も

の
は
少



な

い

が
、

そ

の

中

で

最

も

重

要

と

考

え

ら

れ

て

い

る

の

は

、

当

時

の
南

方

イ

ン

ド

の

一

六

の

思

想

を

あ

る

程

度

体

系

的

に

ま

と

め

た

、

Ｓ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
-

ｄ
ａ
ｒ
ｓ
ａ
ｎ
ａ
-ｓ
ａ
ｍ
ｇ
ｒ
ａ
ｈ
ａ
（
「

全

哲

学

綱

要

」
）
（

以

下

、

ｓ

Ｄ
ｓ

）

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

本

稿

で

は

こ

の
ｓ

Ｄ
ｓ

第

一

巻

に

依

拠

し

て

「
順

世

派

」

の

思

想

を

整

理

し

て

み

た

い

。
ｓ

Ｄ
ｓ

に

見

ら

れ

る

「
順

世

派

」

の

思

想

を

本

稿

の

関

心

に

沿

っ

て

要

約

す

る

と

以

下

の

よ

う

に

な

る
。

イ
　

人

生

の

目

的

と

は

、

豊

満

な

る
美

女

を

抱

擁

す

る

こ

と

な

ど

か

ら

生

じ

る

快

楽

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

と

こ

ろ

で

、
「
そ

の

快

楽

は

苦

痛

を

混

じ

て

い

る

が

ゆ

え

に

人

生

の

目

的

た

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い
」

と
考

え

て

は

な

ら

な

い
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

苦

痛

を

除

去

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

快

楽

の

み

を

享

受

す

べ

き

で

あ

る

か

ら

で

あ

る
。
そ

れ

ゆ

え

、

苦

痛

が

生

じ

る

の

を

恐

れ

る

か

ら

と

て

、

快

適

な

感

覚

を

引

き

起

こ

す

快

楽

を

捨

て

て

し

ま

う

の

は

適

当

で

は

な

い

。
（

快

楽

主

義

）

口
　

こ

の

世

に

お

い

て

は

、

地

と

水

と

火

と

風

と

い

う

四

つ

の

元

素

が

存

す

る
。

実

に

こ

の

四

つ

の
元

素

か

ら

精

神

が
生

ま

れ

る

。

酵

母

な

ど

の

も

の

が

混

じ

っ

た

時

に

、

そ

れ

ら

の

中

か

ら

酔

わ

せ

る
力

（
ア

ル

ゴ
ー

ル

）

が

生

じ

る

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。
（

唯

物

論

的

世

界

観

、

断

滅

論

）

（
　

「

わ

た

し

は

肥

っ

て

い

る

。

わ

た

し

は

痩

せ

て

い

る

」

と

い
う

ふ

う

に

〔
〈
わ

た

し

〉

と

〈
肥

っ

て

い

る

こ

と

〉

な

ど

が

、

す

な

わ

ち

主

語

と

述

語

が

、
〕

共

通

の

拠

を

有

す

る

が

ゆ

え

に

、

ま

た

、
〔
「
わ

た

し

の

身

体

は

肥

っ

て

い

る

」

と

い
う

場

合

に

〕

肥

満

な

ど

と
結

合

す

る

が

ゆ

え

に

、

こ

の

身

体

こ

そ

が
ア

ー

ト

マ

ン
で

あ

り

、

他

の

も

の
は
、
そ
う
で
は
な

い
。
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
と
い

う
表
現
は
、
仮
の
譬
喩
的
な
も
の
と
し
て
の
み
成
立
す
べ
き
で
あ
る
。

（
魂
肉
体
同
一
説
）

さ
ら
に
、
世
界
の
種
々
多
様
相
は
ま
さ
に
自
然
に
（
物
の
本
性
に
従

っ

て
）
生
起
す
る
と
す
る
〈
道
徳
的
・
応
報
的
因
果
律

の
否
定
〉
や
、
ヴ
ェ

ー
ダ
は
無
価
値
で
あ
る
と
す
る
〈
伝
統
的
宗
教
的
権
威

の
否
定
〉
、
知
識

根
拠
と
な
る
の
は
推
論
で
は
な
く
感
覚
で
あ
る
と
す
る
〈
感
覚
主
義
的
認

識
論
〉

が
語
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
Ｓ
に
見
ら
れ
る
「
順
世
派
」
の
思
想
は
お
お
む
ね
以
上
の
も
の
で

あ
る
が
、
一
つ
一
つ
の
項
目
に
着
目
す
る
と
、
ア
ジ
タ
の
思
想
と
多
く
の

類
似
点

が
見

ら
れ
、
こ
の
二
者
の
思
想
は
同
一
の
思
想
的
系
譜
に
帰
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
は
以

下
の
よ
う
な
差
違
が
見
ら
れ
る
。

ア
　
「
順
世
派
」
の
快
楽
説
に
お
い
て
は
、
「
苦
痛
の
混
じ
る
快
楽
」
と

い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
、
快
楽
を
得
る
際
に
苦
痛
が
や
っ
て
こ
な
い

よ
う
に
配
慮
す

る
必
要
性
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

イ
　
「
順
世
派
」
の
唯
物
論
・
断
滅
論
に
お
い
て
は
、
精
神
の
生
成
過

程
に

つ
い
て
の
説
明

が
な
さ
れ
て

い
る
。

ウ
　
「
順
世
派
」
に
お
い
て
は
、
魂
肉
体
同
一
説
（
お
よ
び
、
感
覚
主

義
的
主
張
）

が
、
論
理
学
研
究
に
基
づ
い
て

い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
差
違
こ
そ

が
、
快
楽
主
義
が
人
生
訓
と
し
て
機

能
す
る
上

で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
　

古

代

ギ

リ

シ
ア

の

快

楽

主

義

佃

－

ア

リ

ス
テ

ィ

ッ
ポ

ス
の
場

合

キ

ュ

レ
ネ

学
派

の

ア
リ

ス
テ

ィ

ッ

ポ
ス
（

以
下

Ａ
．
）

は

、
ソ

ク

ラ

テ

ス

の
弟

子
で

あ
り

な

が
ら
感

覚

主
義

・
快
楽

主
義

の
立

場

を
取

っ

た
と
伝

え

ら
れ

る

が
、
彼

の
快
楽

説

を
要

約

す
る

と
以

下

の
よ

う

に
な

る
。

イ
　

個

々

の
快
楽

は

そ
れ
自

身

の

ゆ
え
に

望
ま

し

い
も

の
で

あ
り
、

ま

た
人

生

の
目

的

で
あ

る
。
（
８
７
-８
８
）

口
　

快

楽
と
快

楽

と
の
間

に
は
相

違

は
な

く
、
ま

た
あ

る
快

楽

が
他

の

快

楽

よ
り

も
よ

り
快
適

で

あ

る
こ
と

も
な

い
。
（

―

）

（
　

現

に
あ

る
も
の

か

ら
の
快

楽

を
享
受

し
、

現

に
な

い
も

の

の
楽

し

み

を
苦
労

し
て

追

い
求

め

る
こ
と

は

し
な

い
。
（
呂

）

二
　

一

番

よ

い
の
は

、
快

楽
に

打

ち
勝

っ
て

こ
れ
に

負

か

さ
れ
な

い
こ

と
で

あ

っ
て
、

快
楽

を

ひ
か

え

る
こ

と
で

は
な

い
。
（
ｇ

）

ホ
　

善

と
悪

に

つ

い
て

の
理

論

を
十

分

に
学

ん
だ
人

は
、

立
派

に
語

る

こ
と

も
、

迷
信

に

と
ら

わ
れ

な

い
こ
と

も
、
ま

た
死

に

つ

い
て

の
恐

怖

を

ま
ぬ

か
れ

る

こ
と

も
で

き

る
。
（
Ｓ

）

Ａ
．
の
快

楽

主

義

は
、

個

々

の

快

楽

に

差
違

を
認

め

て

い
な

い
点

で
、

非

常

に
プ

リ

ミ

テ
ィ

ブ

な
快

楽

主
義

で

あ

る
と

言

え
よ

う
。

す

な

わ

ち
、

あ

ら

ゆ
る
快

楽

は
善

き
も

の
で

あ

っ
て
、「
受
け
入

れ

る

べ
き
快
楽

」
と
「
受

け
入

れ

る

べ
き
で

な

い
快

楽

」

と

い
っ

た
区

別

は
存

在

し

な

い
。
Ａ
．
に

と

っ
て

は
、

ど
の

よ
う

な
快

楽
で

あ

れ
、

そ
れ

ら
を
順

次
享

受

し
て

い

く

こ
と

が
人

生

の
目
的

で

あ
る

。

し
か
し
な
が
ら
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
プ
リ
ミ
テ
　
1
0
2

イ
ブ
な
快
楽
主
義
が
一
般
に
人
生
訓
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
大
き

な
障
壁
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
快
楽
を
得
れ
ば
得
る
ほ
ど
よ
り
大
き

な
快
楽
を
求

め
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、
快
楽
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
快
楽
が
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
快
楽
主
義
の
パ
ラ

ド
ク
ス
」

の
問
題
で
あ
る
。
だ

が
、
伝

承
に
見

る
限
り
、
Ａ
．
白
身
に
と

っ
て
こ
れ
は
何
ら
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
（

に
見

ら
れ
る

よ
う
に
、
彼
の
快
楽
説
に
お

い
て
は
、
〈
現
に
な
い
快
楽
を
苦
労
し
て
追

求
し
な
い
こ
と
〉
が
〈
現
に
あ
る
快
楽
を
享
受
す
る
こ
と
〉
と
並
ん
で
重

要
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
人
生
訓
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
に
重
み

が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

ま
た
、
二
に
お
い
て
、
快
楽
（
へ
の
欲
望
）
に
負
か
さ
れ
る
（
す
一
９
皀
日
）

こ
と
な
く
、
快
楽
（
へ
の
欲
望
）
に
打
ち
勝
つ
（
召
Ｑ
乢

巳

こ
と
が
「
一

番

よ
い
（
ａ
ｐ
ｉａ
ｘ
ｏ
ｖ
）Ｊ

と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
快
楽
説

に
お
い

て
最
も
重
要
な
こ
と
の
一
つ
は
、
快
楽
に
対
し
て
、
い
わ
ば
「
奴
隷
」
に

対
す
る
「
主
人
」
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
快
楽
に
対
す
る
心
理
的
状
態
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
快

楽
を
追
求
す
る
か
否
か
を
、
常
に
自
分
が
能
助
的
に
自
由
に
決
定
で
き
る

状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
を
自
由
に
行
う
こ

と
が
で
き
ず
、
受
動
的
に
そ
の
快
楽
を
追
求
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う

な
奴
隷
的
心
理
状
態
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
な
快
楽
に
対
す
る
態
度
は
、
彼
独
特
の
、
万
事
に
対
す
る

囚
わ
れ
の
な
さ
が
備
わ
っ
て

い
て
初
め
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ａ
．



が

こ
の

よ
う

な
プ

リ
ミ

テ
ィ

ブ
な
快

楽

主
義

を
実

践

す
る

こ
と

が
で

き
た

の

も
、
彼

の
思
想

の
根

幹

に
こ

の
囚

わ
れ

の
な

さ
と
、

あ
る
種

の
思

慮
深

さ

が
あ
っ

た
ゆ

え
で

あ

る
と
言

え
よ

う
。

さ
ら
に

、
快

楽
主

義

の
立

場

を
取

る
者

に
と

っ
て

も

う
一

つ
の
大

き

な

問

題

は
、

死

に
対

す
る
恐

怖

を
ど

の
よ

う
に
乗

り
越

え

る

か
と

い
う
点

で

あ

ろ
う
。

死

に
対

す

る
人

間

の
恐
怖

は
根

源

的

な
も

の
で

あ
り
、
一
般

に
、

こ

れ
を
完

全

に
克
服

す
る

の
は
極

め
て

難

し

い
。

そ

し
て

こ

れ
は
、
快

楽

主

義
を

標
榜

す

る
者

に
と

っ
て

は

さ
ら
に
重
要

な
問
題

と
な

る
。

と

い
う

の
も
、

死

が
怖

い
と

い
う
感

情

を
抱

き
な

が
ら

、
同

時

に
心

か
ら
快

楽

を

享

受

す

る
こ

と
は
難

し

い
か

ら
で

あ
る
。

し

か
し

、

ホ
に
見

ら

れ
る
よ

う

に
、

Ａ
．
は

こ
の

点

も

ま

た
、

そ

の
詳

細

は
明

ら

か
と

は

言

え

な

い

が
、

何

ら

か

の

「
善

と

悪

に

つ

い

て

の

理

論

（
ａ
名
’

忿
ｉ

ｔ

Ｓ

冫

自

ｌ

ざ
１

小
）
」

に

よ

っ
て
乗

り
越

え

る
こ
と

が
可

能
で

あ

っ
た

も
の

と
思

わ
れ

る
。以

上

の
よ

う

に
、

Ａ
．
は

プ
リ

ミ

テ
ィ

ブ

な
快

楽

主
義

の
立
場

を
と

り

な

が
ら

も
「
快

楽

主
義

の

パ
ラ

ド
ク
ス
」

に

は
陥

ら
ず

、
ま

た
、

も

う
一

つ

の
問

題

で

あ

る
死

の
恐

怖

を
乗

り
越

え

る
こ
と

も
可

能

で
あ

っ
た
人

物

で

あ

る
と
思

わ

れ
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

キ
ュ

レ
ネ

派
に

属

す
る
彼

の
後

継

者

た

ち
は

必
ず

し
も

そ
う

で

は
な

く
、

学

祖
Ａ

．
に
共

感

し

な

が
ら

も

立

場

の
変
更

を
余

儀

な
く

さ
れ

、
彼

ら
の

思
想

は
徐

々

に
学
祖

の

そ
れ

と

は
か

け
離

れ
た

も

の
に
な

っ
て

い
く

。

五
　

古

代

ギ

リ

シ

ア

の

快

楽

主

義

②

－

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

場

合

周

知

の

よ

う

に

、

エ

ピ

ク

ロ

ス

（

以

下

、

Ｅ

．
）

も

ま

た

快

楽

主

義

者

で

あ

っ

た

が

、

彼

は

「
ア

タ

ラ

ク

シ
ア

（
Ｘ
Ｉ

Ｑ
Ｉ

″
’９

）
」

と

「
無

苦

痛

（
ｆ
ｉ
　ｄｏ
ｉｏ
ｖ
ｌａ

）
」

と

を
快

楽

と
考

え
、

そ

れ

ら

を

阻

害

す

る
要

因

を

排

除

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

快

楽

主

義

を

実

践

し

よ

う

と

し

た

。

彼

の

快

楽

説

の

趣

旨

を

以

下

に

要

約

す

る
。

イ
　

快

楽

は

幸

福

な

生

の

始

め

で

あ

り

、

ま

た

終

わ

り

で

あ

る
。

と

い

う

の

も

、

快

楽

が

第

一

の

生

来

的

な

善

で

あ

る
。
（
｛
ｓ

｝

口
　

快

楽

は

全

て

が

善

い

も

の

で

は

あ

る

が

、

し

か

し

そ

の

全

て

が
選

ば

れ

る

べ

き

で

あ

る

わ

け

で

は

な

い
。

快

楽

の

大

き

さ

の

限

界

は

、

苦

痛

を

も

た

ら

す

も

の

全

て

が

取

り

除

か

れ

る

こ

と

で

あ

る
０
　（
１
２
９（

１
３
９
）

（
　

欲

望

に

は

、

自

然

的

で

し

か

も
不

可

欠

の

も

の

、

自

然

的

で

は

あ

る

が
不

可

欠

で

は

な

い

も

の

、

自

然

的

で

も

不

可

欠

で

も

な

い

も

の

が

あ

る
。

こ

れ

ら

の

欲

望

に

つ

い

て

迷

い

な

く

考

察

が

で

き

て

い

れ

ば

、

身

体

の

健

康

や
魂

の

平

静

を

得

る

こ

と

が

で

き

、

そ

れ

ら

が
浄

福

な

る

生

の

目

的

で

あ

る
。
（

１
２
７
-１
２
８
）

二
　

快

い

生

を

生

み

出

す

の

は

、

享

楽

に

耽

る

こ

と

で

は

な

い
。

む

し

ろ

、

魂

を

最

大

の

混

迷

の
虜

に

す

る
原

因

を

な

し

て

い

る

様

々

な

臆

見

を

魂

か

ら

追

い
出

す

考

量

が

そ

れ

を

生

み

出

す

の

で

あ

る
。

そ

し

て

、

こ

れ

ら

全

て

の

出

発

点

で

あ

り

、

最

大

の

善

は

思

慮

で

あ

る

。
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｛

｝Ｓ

）

ホ
　

も

し
宇
宙

万

物

の
本
性

を
見

究

め
ず
、

神
話

の
中

で
語

ら
れ
て

い

る
こ

と

が
本

当

で
は

な

い
か
と

疑
心

を
抱

い

て

い
る
な

ら
ば

、
最

も

肝

要

な

こ

と

が

ら

に

つ

い
て

の

恐
怖

を
消

し

去

る

こ

と

が
で

き

な

い
。
そ

れ

ゆ
え
、

自
然

の
研

究

を
し

な

い
限

り
、

混

じ
り

け

の
な

い

形

で
快
楽

の
分

け

前

に
与

る
こ
と

は
で

き
な

い
。
（｛

お

｝

ま

ず
、

口
に
お
け

る

「
受

け
入

れ
る

べ
き

で
な

い
快
楽

」

の
規

定
に

注

目

し

た

い
。
Ｅ

．
の
快

楽

説

に

お

い
て

は
、
最

低
限

の
食

料

や
飲

料

か

ら

得

ら

れ

る

よ

う

な
、

自

然

的

（
含

９
豆

）

で
不

可

欠

な
（
？

Ｑ
１

９
１

）

欲

望

が
欲

す

る
快

楽

を
享

受

し

つ
つ
ア

タ
ラ

ク

シ
ア

を
達
成

す

る
こ

と

が

幸
福

に
至

る

プ
ロ

セ
ス

で
あ

っ
て

、
そ

れ
以

外

の
快

楽

は

む
し

ろ
忌
避

す

べ
き
も
の

に
他

な

ら
な

い
。
こ

の
説

も
、
徹
底

す
る

こ
と

が
で

き

れ
ば
、「
快

楽

主
義

の

パ
ラ

ド
ク

ス

」

を
回

避

す

る
こ

と

が
可

能

と

な

る
。

た

だ
し

、

（

に
見

ら

れ
る

よ
う

に
、

そ
れ

に

は
欲

望

に

つ
い
て

の

「
迷

い
の

な

い
考

察

」
が
必

要
不

可

欠

な
の

で
あ
り

、
必
然

的

に

二
に
見

ら

れ
る

よ
う

に
「
思

慮

（
＜ｔ＞ｐ
ｏ
ｖ
ｒ
ｉｃ
ｉ＜；
）Ｊ

が
求

め

ら
れ

る
こ

と
に

な
る

の
で

あ
る

。

ま
た

、

ホ
に

見

ら

れ

る
よ

う
に

、
Ｅ

．
も
ま

た
、

自

己

の
快

楽

主
義

を

実
践

す

る
上

で
最
大

の
問

題

の
一

つ
は
「
最

も
肝

要

な

こ
と

が
ら
（

＝
死

）
」

に

つ
い
て

の
恐

怖
で

あ

る
と
述

べ
る
。
彼

も
ま

た
古

代
イ

ン
ド
に

お

け
る

「
順

世

派
」

と
同

じ

く
唯

物
論

を
採
用

し
て
自

然

学

に

つ

い
て

の
研

究

を

行

っ

て
お

り
、
人

間

の
死

と

は
す
な

わ
ち

、
魂

と
肉

体
と

が
原

子

に
還
元

す

る
感

覚
主
体

の
消
滅

で

あ

っ
て
、
苦

痛

も
恐
怖

も

そ
こ

に

は
存
在

し

え

ず

、
従

っ
て
、

死

は
人
間

に

と

っ
て
何

ら
恐

ろ
し

い

も
の

で
は

な

い
と
主

張

す

る
の
で

あ

る
。

六
　

ア
リ

ス
テ
ィ
ッ
ポ
ス
と

エ
ピ
ク
ロ
ス
の

快

楽
説
に

お
け
る
差
違

と
そ
の
意
義

さ
て
、
こ
れ
ら
二

つ
の
快
楽
説
の
内
容
的
差
違
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
「
受
け
入
れ
る
べ
き
で
な
い
快
楽
」
の
規
定
の
有

無
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
快
楽
説
も
実
践
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
筆
者
と
し
て
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
Ｅ
．

の
そ
れ
の
方

が
実
践

が
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
人
生
訓
と
し
て
機
能
し
や

す

い
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
Ｅ
．
説
に
お
い
て

は
戒

め
と
し
て
「
受
け
入
れ
る
べ
き
で
な
い
快
楽
」
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

言
わ
ば
ル
ー
ル
あ
る
い
は
あ
る
種
の
規
範
が
設
定

さ
れ
て
い
る
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
た
と
え
盲
目
的
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
ス
ト
イ
ッ
ク
に
そ
の
規
範
に
従
っ
て
さ
え
い
れ
ば
実
践
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な

が
ら
、
Ａ
．
説
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
快

楽
は
善
で
あ
り
、
現
に
あ
る
ど
の
よ
う
な
快
楽
も
受
け
入
れ
る
べ
き
な
の

で
あ
り
、
Ｅ
．
説
に
見
ら
れ
る
規
範
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ

れ
は
一
見

シ
ン
プ
ル
で
誰
に
で
も
実
践
で
き
る
説
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
そ
の
実
、
〈
現
に
な

い
快
楽
を
苦
労
し
て
追
求
し
な
い
こ
と
〉
の
た

め
に
は
、
そ
の
時
に
応
じ
た
厳
格
な
自
己
抑
制
と
思
慮
深

さ
が
常
に
要
求

さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ａ
．
説
は
実
際
に
は
極

め
て
実
践
困
難
で
あ
り
、

人
生
訓
と
し
て
機
能
し
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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次

に
、
死

へ

の
恐
怖

へ

の
対

応

に

つ

い
て
で

あ

る

が
、

伝
承

に
見

る
限

り
、
Ａ

．
説

に

お

い
て

は

ほ
と

ん

ど
何

も
語

ら

れ
て

い

な

い
と
言

っ
て

も

よ

く
、
Ａ

．
自

身

に

と
っ

て

は
と

も

か

く
、
他

人

に

と

っ
て
人

生

訓

と
し

て
機
能

し

や
す

い
も
の
で

あ

っ
た
と

は
言

え
な

い
だ
ろ

う
。
そ

の
点

、
Ｅ
．

説
に

お

い
て
は

、
自
然

研
究

を
通

じ
て
死

へ
の

恐
怖

を
克
服

す

る
と

い
う

、

あ

る
種

の
方

法

論

が
論

じ

ら
れ
て

お
り

、
こ

れ

を
十

分

に
修

め

た
者

は

、

Ｅ

．
の
言

う

「
死

が
人

間

に
と

っ

て
何

ら
恐

ろ

し

い
も

の
で

は

な

い
」

と

い

う
説
と

と

も
に
、
彼

の
快

楽
説

そ

れ
自

体
も

人

生
訓

と
す

る
こ
と

が
で

き
た

か
も

知

れ
な

い
。
少

な
く

と
も

、
こ

の
点

に
関

し

て
、
Ｅ

．
説

は
Ａ
．

説
に

比

べ
て
よ

り
説

得
的
で

あ

る
こ

と
は

指
摘

す

る
こ

と

が
で

き

る
だ
ろ

実

際
、
Ａ

．
を
学
祖

と
す

る
キ

ュ

レ
ネ
学

派

が
、
Ａ

．
以

後
数
世

紀

の
う

ち

に
学
説

の
大

き

な
改

変

を
迫

ら

れ
た

の

と

は
対

照
的

に

、
Ｅ
．
の
快

楽

主
義

は
紀
元

前

一
世
紀

の
ル
ク

レ
テ

ィ
ウ

ス

に
至

る
ま
で

多

く
の
人

々

に

よ

っ
て

支
持

さ
れ
て

お

り
、

こ

の
歴

史

的
事

実

か

ら

見
て

も
、
Ｅ

．
の
説

は
人

生
訓

と
し

て
比

較
的
機

能

し

や
す

い
も

の
で

あ

っ
た
と
考

え

る
こ

と

が
で

き

る
よ

う
に
思

わ

れ
る
。
Ａ

。
説

と
Ｅ

。
説

に

直
接

の
影
響

関
係

が
あ

る

か
ど

う
か
と

い
う
問
題

は
本
稿

の
射
程

を
超

え

る

が
、少

な
く
と

も
Ａ
．

の
快

楽
説

は
、

そ

の
実

践

が
Ａ
．
本

人

の
能

力

に
負

う

部
分

が
大

き

く

、

他
人

の
人

生
訓

と

し
て
は
機

能

し
に

く

い
も

の
で

あ
り
、
他
方

、Ｅ

．
説

は

、

思
想

と
し

て

の
理
論
化

、
言

い
換

え

れ
ば

、
よ

り

説
得
的

な
思

想
に

し
よ

う
と

い
う
試

み

が
な

さ

れ
て

お

り
、

あ

る
程
度

他
人

の
人

生
訓

と
し

て

も

機

能

し
や

す

い
も

の
で
あ

っ
た

こ
と

は
指

摘
で

き

る
と
考

え

る
。

七
　

ア

ジ
タ
と

「
順

世
派

」
の

快

楽
説
に
お
け

る
差
違

の
意
義

と
こ
ろ
で
、
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ジ
タ
説
と
ア
ジ
タ
以
降
の
「
順

世
派
」
説
を
比
較
し
た
場
合
、
「
順
世
派
」
説
に
は
、
ア
ジ
タ
説
に
は
見

ら
れ
な
い
い
く
つ
か
の
点
が
あ
る
（
三
節
を
参
照
）
。
ア
は
「
快
楽
主
義

の

パ
ラ

ド
ク
ス
」
に
陥
ら
な
い
た
め
の
戒
め
で
あ
り
、
イ
、
ウ
は
、
Ｅ
．

が
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
自
然
学
を
用

い
た
の

と
同
様
に
、
あ
る
論
点
に
関
し
て
自
説
を
よ
り
説
得
的
に
し
よ
う
と
す
る

工
夫
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ａ
．
と
Ｅ
．
の
思
想
の
関
係
同
様
、
ア
ジ
タ
と
彼
以
降
の
順
世
派
の
思
想

の
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
断
定
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
に
は
慎

重
に
な
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
伝
承
に
よ
れ
嵋

ア
ジ
タ
は
当
時
の
思

想
界
に
お
い
て
か
な
り
名
声
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
多
数
の
信
奉
者

が

い
た
と
さ
れ
る
。
従

っ
て
、
彼
の
同
時
代
に
お
い
て
も
後
世
に
お
い
て
も
、

彼
の
思
想
を
好
意
的
に
受
け
止
め
、
そ
の
快
楽
主
義
を
実
践
し
よ
う
と
し

た
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ジ
タ
の
快
楽
主
義
は
、
少
な
く
と
も
伝
承
に
見

る

限
り
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

彼
の
快
楽
主
義
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
人
生
訓
と
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
よ

り
多
く
の
人
々
が
こ
の
よ
う
な
思
想
を
人
生
訓
と
す
る
た
め
に
は
、
よ
り

実
践
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
実
利
的
な
理
由
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か
ら
、
「
順
世
派
」
は
、
よ
り
詳
細
な
説
明

や
ア
ジ
タ
に
は
見
ら
れ
な
い

考
え
方

の
導
入
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

八
　

快

楽

主
義

の

思

想

を

繋

ぐ

も

の
Ｉ

結

論

以

上

に
、

古
代

イ

ン
ド

お
よ

び
古
代

ギ
リ

シ
ア

に

お
け

る
諸

々
の
快

楽

説

の
比
較

考
察

を
行

っ
て

き
た

が
、

こ
れ

ら
の
快

楽
説

が
人

生
訓

と

し
て

機
能

す

る
上
で

ま

ず
重
要

な
こ
と

は
、

い

か
に
説

得
的

で

あ

る
か
と

い
う

こ
と

で

あ
ろ

う
。

い
か
に
優

れ
た

思
想
で

あ

れ
、

説
得

的

で
な

け
れ

ば
多

く

の
人
々

に

お

い
て
人

生
訓

と
し

て
機
能

す

る
こ

と

は
難

し

い
。

そ

し
て

、

そ
れ

ぞ

れ
の
快

楽
説

が
説
得

的
で

あ

る
た

め

に
不

可

欠
で

あ

る
の

が
「
思
慮

」

の
存

在
で

あ
る

と
考
え

る
。

少

な

く
と

も
、「
順
世

派

」
、

Ａ
．
、

Ｅ
．
の
快

楽

説
を
見

る
限

り
、

こ

の
三
者

は

、

そ
れ

ぞ
れ

が
独

自

の

仕
方

で

、

程
度

の
差

は
あ

れ
、
「
快

楽

主
義

の

パ
ラ

ド
ク

ス
」

に
陥

ら
な

い
た

め

の
あ

る
種

の
思

慮
深

さ
の

必
要
性

を
語

っ
て

い

る
と
理
解

す

る
こ

と

が
で

き
よ

う
。

す

な

わ
ち

、
Ａ
．
に

お

い
て

は

〈
現

に

な

い
快
楽

を
追

求
し

な

い
〉

と

い
う

こ

と
、
Ｅ
．
に

お

い
て

は

「
受

け

入

れ

る

べ
き
で

な

い
快

楽
」

に

つ

い
て

の
規
定

、
「
順

世
派

」

に
つ

い
て

は
、
〈
苦
痛

を

避
け

て
快

楽

の
み

を
得

る
た

め

の
配

慮

〉
と

い
う
形

で

、

そ
れ

を
は

っ
き

り
と

見

て
取

る

こ
と

が
で

き
る
。

ア

ジ

タ
説

に
関

し
て

も
、

伝
承

に
明
確

に
記

さ
れ
て

は

い
な

い

が
、
彼

が
思

想
家

と

し
て

当
時

す
で

に
一
廉

の
人

物

で
あ

っ
た

こ

と
を
考

慮

す
る

な

ら
ば
、

彼

が

「
思
慮

深

い
人
物
」

で

あ

っ
た
と

い
う
含
意

が
あ
る

と
考

え
る
の
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
快
楽
主
義
も
ま
た
、
あ
る
　
1
0
6

種
の
思
慮
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

一
般
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
快
楽
主
義
が
一
つ
の
一
貫
し
た
思
想

と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
が
人
生
訓
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
快
楽
を

適
正
に
享
受
す
る
た
め
の
、
言
わ
ば
「
手
段
」
と
し
て
の
思
慮

が
不
可
欠

で
あ
り
、
同
時
に
、
思
慮
を
十
全
に
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
快
楽

主
義
の
思
想
は
人
生
を
よ
り
よ
い
方
向
へ
と
導
く
人
生
訓
と
な
り
え
る
の

で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
１
）
　
「
順
世

派
」

の
思
想
の
起
源
、
由
来
に

つ
い
て

は
詳
細
が
分
か
っ
て
お
ら
ず
、

た
だ
彼

ら
が
権
威

と
し
て

い
た
神

や
、
半
ば
伝
説
上

の
人
物

の
名
が
伝
わ

る
の

み
で

あ

る
。
そ

れ

ゆ
え
、

唯
物
論
・

快
楽

主
義

を
唱

え

た
人
物

が
、
紀
元

前

六
－

五

世
紀
の
ア

ジ
タ
以
前
か

ら
存
在
し
て

い
た
可
能
性

を
否

定
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
し
か
し
、
「
順

世
派
」
の
人

々

が
そ
の
思
想
の
始
祖
と
見

な
し
て

い

た
の
は

「
チ
ャ
ー
ル

ヴ
ァ

ー
カ
」
と

い
う
人
物

で
あ
り
、
手
島
文
蒼
氏
は
、
「
こ

の
人
物

が
も
し
実

在
す

る
と

す
れ
ば
そ
の
年
代

は
ゴ

ー
ダ
マ
プ
ッ
ダ
よ
り
少

々

以
前

か
、
あ

る
い
は
ほ
と

ん
ど
同
時

の
人
か

も
知
れ
な

い
と
推
定
し
た

い
」

と

述

べ
て

い
る
。

こ
の
説
を
前
提

と
す
れ
ば
、
紀
元

前
六
－

五

世
紀
の
人
物
で

あ

っ

た
ア
ジ
タ

は
、

唯
物
論
・
快
楽

主
義
の
系
譜

に
お

い
て
、

ほ
ぼ
そ
の
最
初
期

に
位
置

づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で

は
ひ
と
ま
ず
こ
の
立
場
を
取

り
、

基
本
的

に
ア
ジ

タ
と
同
時
代
、

も
し
く
は
彼
以
降

の
順
世

派
を
議
論

の
対
象
と

す
る
。
手
島
文
蒼

「
印

度
宗
教
論
」
中

外
出
版
、
一
九
二
四
年
、
二
七
四
頁
参

照
。

（
２
）
　
ア
ジ
タ

を
順

世
派
に
分
類
す
べ
き
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
議
論

が
あ

る
。

（
３
）
　
「
あ

る
思
想
ｐ

が
あ
る
人
物
Ｓ

の
人

生
訓
と

し
て
機
能
し
て

い
る
」
と

い
う

命
題

を
、
本
稿

に
お
い
て
は
、
「
あ

る
思
想
ｐ

が
、
あ

る
人
物
Ｓ
の
人
生
に
反
映

さ
れ
、

そ
の
結
果
Ｓ

の
人
生
を
良

い
方

向
に
導

い
て
い

る
」

と
い
う
意
味
に
理



解

す

る

。

（

４

）
　

Ｄ

Ｉ
Ｇ

Ｈ

Ａ

　
Ｎ

Ｉ
Ｋ

 
Ａ

Ｙ

 
Ａ

。
　
Ｓ

ａ
ｍ

ａ

ｉ
Ｍ

ａ
-
Ｐ

ｈ
ａ

ｌ
ａ

　Ｓ

ｕ

ｔ
ｔ
ａ

「
　
２
３
.

（

５

）
　

こ

の

類

似

に

つ

い

て

は

Ｈ
.

Ｊ
ａ

ｃ
ｏ

ｂ

ｉ

も

指

摘

す

る

と

こ

ろ

で

あ

る

（

Ｈ

Ｘ

ａ
ｃ

ｏ

ｂ

ｉ
｢

Ｊ
ａ

ｉ
ｎ

ａ

　
Ｓ
ｕ

ｔ
ｒ
ａ
ｓ

「
　
Ｓ
ａ
ｃ

ｒ
ｅ

ｄ

　
Ｂ

ｏ

ｏ

ｋ
ｓ

　
ｏ

ｆ
　Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｅ

ａ
ｓ

ｔ
｢
　ｖ

ｏ

ｌ
．

４

５

．
　
Ｍ

ａ
ｘ

　
Ｍ

Ｇ

ｌ
ｌｅ
ｒ

「
　
Ｏ

ｘ

ｆｏ

ｒ
ｄ
｢

ｏ

ｘ

ｆ
ｏ

ｒ
ｄ

　
Ｕ
.
Ｐ
.「

　
１
８

９
５

「
　ｘ

ｘ

ｉ
ｉｉ
-ｘ

ｘ

ｉｖ

」

。

（

６

）
　

宇

井

伯

寿

「

六

師

外

道

研

究

」

「

印

度

哲

学

研

究

」

岩

波

書

店

、

一

九

六

五

年

、

三

五

三

頁

。

（

７

）
　

Ｓ
ｕ

ｔ
ｒ
ａ

ｋ
ｒ

ｔａ

ｎ
ｇ

ａ
「

 １
１「
１「

１
５

．

（

８

）
　

宇

井

伯

寿

氏

は

、

「

感

覚

主

義

」

が

ア

ジ

タ

の

思

想

の

根

本

で

あ

り

、

そ

こ

か

ら

の

帰

結

と

し

て

唯

物

論

と

快

楽

論

が

艇

開

さ

れ

る

と

述

べ

て

い

る

（

宇

井

、

前

掲

「

六

師

外

道

研

究

」

三

五

四

頁

）

。

（

９

）
　

Ｓ
ａ

ｒ
ｖ
ａ

－
ｓ

ｉ
ｄ
ｄ

ｈ
ａ

ｎ

ｔ
ａ
-
ｓ
ａ

ｈ
ｇ

ｒ
ａ

ｈ
ａ

（

「

一

切

定

説

集

成

」

作

者

不

詳

、

一

〇

－

一

一

世

紀

）

や

、

Ｓ
ａ

ｒ
ｖ
ａ

ｍ

ａ

ｔ
ａ
-
ｓ
ａ
ｎ

ｇ

ｒ
ａ

ｈ
ａ

（

「

一

切

宗

義

集

成

」

作

者

不

詳

、

匸

一

世

紀

頃

）

な

ど

が

あ

る

。

龍

山

章

眞

「

順

世

派

研

究

資

料

」

「

宗

教

研

究

」

新

第

一

一

巻

、

宗

教

研

究

会

、

一

九

三

四

年

参

照

。

（

10

）
　

Ｓ
ａ

ｒ
ｖ
ａ
-
ｄ

ａ
ｒ

Ｓ
ａ

ｎ

ａ
-
ｓ
ａ

ｍ

ｇ

ｒ
ａ

ｈ
「

　
Ｉ

．

（

Ｈ

）
　

た

と

え

ば

、

魚

を

食

べ

よ

う

と

す

る

人

が

、

鱗

や

骨

の

つ

い

て

い

る

魚

を

手

に

入

れ

て

、

取

り

う

る

だ

け

の

肉

を

取

っ

た

後

で

、

〔

残

り

は

〕

食

べ

る

の

を

止

め

て

捨

て

て

し

ま

う

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。

（

1 2

）
　

Ｄ

ｉｏ
ｇ

ｅ

ｎ

ｅ
ｓ

　
」

ａ
ｅ

ｒ
ｔ
ｉｕ

ｓ
「

　
Ｖ

ｉ
ｔａ

ｅ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ

ｏ
ｐ

ｈ
ｏ
ｒ

ｕ
m
｢

　
Ｉ
」

８
.

（

1 3

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.「

　
Ｘ
.

（

1 4

）
　

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.「

　
Ｘ
.
６

５
｢
　
１
３

９
｢
　
１

２
５

参

照

。

（

1 5

）
　

Ｄ

Ｉ
Ｇ

Ｈ

Ａ

　Ｎ

Ｉ
Ｋ

Ａ

Ｙ

Ａ

。
　
Ｓ
ａ

ｍ

ａ
ｎ

ｎ

ａ
-

Ｐ

ｈ
ａ

ｌａ

　
Ｓ
ｕ

ｔ
ｔ
ａ
｢
　４
｡

（

せ

き

や

・

ゆ

う

ま

、

古

代

ギ

リ

シ

ア

哲

学

。

日

本

大

学

人

文

科

学

研

究

所

研

究

員

）
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