
〈
研

究

論

文

６
〉

「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

と

ト

ロ

イ

の

木

馬

－

『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
に
お
け
る
内
的
存
在
を
巡
っ
て

問
題

の
所

在

様
々
な
増
補
を
受
け
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
ミ
リ
ン
ダ
王

の
問

い
」

に
は
、
イ

ン
ド
系
言
語
に
よ
る
原
本

が
推
測
さ
れ
る
一
方
で
、
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
文
学
作
品
と
の
類
似
か
ら
、
ギ
リ

シ
ア
語
原
本
の
可

能
性
も
指
摘
さ
れ

て

い
扼
。
こ
の
作
品
の
漢
訳
は
二
回
行
な
わ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
「
那
先
比
丘

経
」
「
二
巻
本
」
と
「
三
巻
本
」
と
し
て
知

ら
れ
て

い
る
。
ど
ち
ら
も
現

行

パ
ー
ジ
本
の
増
補
以
前
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

と
り
わ
け
「
二
巻
本
」
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
古
層
部
で
検
討
さ

れ
て
い
る
の
は
、
輪
廻
思
想
と
無
我
説
の
調
和
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
問

題

が
大
乗
仏
教
成
立
直
前
に
議
論
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
そ
の
宗
教
的
価

値
も
含
め
、
既
に
多
く
の
研
究
が
あ

る
。
だ
が
注
目
す

べ
き
は
、
か
か
る

疑
問
が
、
イ
ン
ド
文
化
の
圏
外
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
ミ
リ
ン
ダ
王
か
ら
発
せ

ら
れ
る
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

金
　
澤
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従

来

、

た

び

た

び

指

摘

さ

れ

て

い

る

が

、

パ

ー

リ

語

の

原

義

と

し

て

は

、

ヴ

ェ

ー

ダ

に

通

じ

た

人

を

意

味

し

、

ひ

い

て

は

智

慧

を

完

成

し

た

仏

陀

に

帰

せ

ら

れ

る

「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

ｖ

ｅ

ｄ

ａ

ｇ

ｕ

な

る

語

彙

が

、

こ

の

作

品

の

二

箇

所

〔

Ｔ
-

ｐ

．
５

４

．
１

７

以

降

お

よ

び

Ｔ
-

ｐ

．
７

１

． ３

０

以

降

。

そ

れ

ぞ

れ

「

第

一

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

、

「

第

ニ

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

と

す

る

〕

で

、

通

常

と

は

異

な

っ

た

意

味

で

使

わ

れ

て

い

る

と

い

う

。

こ

れ

ら

を

、

問

題

を

提

起

し

た

Ｄ

ａ

ｖ

ｉ
ｄ
ｓ

は

ｔ
ｈ

ｅ

　
ｓ

ｏ

ｕ

ｌ
’

ま

た

、

Ｋ

Ｓ

ａ

版

は

ａ

　
ｔ
ｎ

ｉ
ｎ

ｇ

　
ａ

ｓ

　
ａ

ｎ

（

９

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
1
）

ｅ

ｘ

ｐ

ｅ

ｒ

ｉｅ

ｎ

ｃ

ｅ

！＊
’

中

村

・

早

島

は

「

霊

砌

」

、

「

那

先

比

丘

経

」

は

「

人

」

、

「

常

主

」

、

「

有

智

」

と

訳

し

て

い

る

。

そ

れ

に

対

し

、

Ｆ

ｉｎ

ｏ

ｔ

版

は

Ｆ

く

ｅ

ｄ
ａ

ｇ

ｕ

’
　Ｍ

ａ

ｒ

ｉｎ

ａ

版

も

ｅ

ｌ
　ｖ

ｅ

ａ

ａ
ｇ

ｕ

と

音

写

し

て

い

る

。

つ

ま

り

「

有

智

」

を

除

き

、

各

訳

者

と

も

本

来

の

語

義

で

は

解

せ

な

い

こ

と

を

認

め

て

い

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

こ

の

よ

う

に

特

例

と

し

て

処

理

す

る

こ

と

は

、

こ

の

語

が

何

故

こ

こ

で

使

わ

れ

て

い

る

の

か

と

い

う

疑

問

の

解

決

に

は

な

ら

な



い
。

王

の
主
張

に

こ
の
語

義

と
一

致

す
る
面

が
あ

り
、

そ

の
故

に
使

わ
れ

た
可

能
性

は

な

い
の
か

。
本

論
考

は
、
王

が
認
識

主
体

の
知

的

側
面

を
表

す
た

め
に
こ

の
語

彙
を

使

っ
た

と
推
定

し

た
上
で

、
そ

れ

は

ギ
リ

シ
ア
的

認
識

論

と
関
連

し

て

い
る
と

考

え
、

そ
の
代

表

と
し
て

プ
ラ

ト

ン

の
認
識

論

を
取

り
上

げ
て

比
較

を
行

な

う
。

そ
の
手
順

は
次

の
通
り

で

あ

る
。

（

一

）
ま

ず

こ

の
語

が
現

わ

れ
る
文

脈

を
検

討

し
、

問
題

と

な

っ

て

い

る
「

ヴ
ェ

ー
ダ

グ

ー
」

が
、
「
身

体

内

部

に
存

す

る
生

命
原

理

」

と
言

い

換

え

ら
れ

は

す

る
も

の

の
、
「
眼

に
よ

っ
て

姿

か

た
ち

を

見

る
」

と

い
う

一
文

か
ら
わ

か

る
よ

う
に
、

感
覚

器
官

を
用

い
て

対
象

を
感

覚

す

る
、
感

覚

主
体

を
意
味

し

て

い
る
点

を
指

摘

す
る
。
同

時

に

こ
こ
で

は

、
輪
廻

主

休

の
存
否

や
形

式

に
は

議
論

の
焦

点

は
な

く
、
認

識
主

体

の
存
否

や
認

識

の
形

式
に

あ

る
こ

と
を
明

ら

か

に
す

る
。

（

二
）

次
に

こ
の

モ

デ
ル

を
念
頭

に

、
プ
ラ

ト

ン
「
テ

ア
イ

テ
ト

ス
」
で
、

感

覚

の
成

立
に

際

し
、
「
道

具

の
如

き
」
器

官

を
通

し

て

、
身

体

内

部
で

そ

れ
を
総

合

す

る
「
何

か
一

つ

の
姿
」

が
必
要

と

さ
れ

る
箇

所

を
検
討

す

る
。

こ
こ
で

重
要

な

の
は
、

こ

の

「
何

か
一

つ

の
姿
」

は

、
感

覚
対

象

の

比

較

を
行

な

う
限

り
で

、
「
推

理

勘
考

」

と

い
う
知

的

能
力

を
備

え

て

い

る
点

で

あ
り

。
こ

れ
を

欠
け

ば
我

々
は

「

が
ら
ん

ど
う

の
ト

ロ
イ

の
木

馬
」

に

な

る
と

い
う
主
張

の
確

認

で

あ
る
。

（

三
）

そ
の
上

で

王

の

主
張

に

考
察

を
戻

し
、

そ
こ

で

も
感

覚

主
体

が

知
的

側
面

を
持

た

さ
れ

て

い
た
可

能
性

を
探

る
。

先

の
事
例

の

並
行

箇
所

を
読

解

す
る
限

り
で

は

、
王

が
、「
生

命
原

理
」

を
、「
識

別
作

用
」

や
「
智

慧
」
、

つ
ま

り
知

的

能
力

と
一

体

の
も

の

と
想
定

し
よ

う

と
し

て

い
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
が
ら
ん
ど
う
の
ト
ロ
イ
の
木
馬
」
に
必
要

な
、
知
的
能
力
を
意
味
す
る
「
何
か
一
つ
の
姿
」
に
比
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
、
王
の
抱
い
て
い
た
認
識
理
論
の
全
体
像
が
明
ら
か

と
な
る
。

以
上

を
踏
ま
え
て
本
論
考
は
、
「
ヴ
ェ
ー
ダ
グ
ー
」
が
、
王
の
感
覚
知

覚
モ
デ
ル
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
知
的
側
面
を
表
す
た
め
に
使
用
さ
れ

た
点
を
文
脈
に
即
し
て
示
す
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
、
併
せ
て
、
王
の

モ
デ
ル
を
比
較
思
想
的
観
点
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
し

て

い
る
。

一
　
「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー
」

と

そ

の
文

脈

現
行

パ
ー
リ
本

よ

り
も

古
層
を
反

映

す
る
「

那
先

比
丘
経

」
で

も

「
ヴ

ェ

ー
ダ
グ

ー
」
が
「
有
智

」〔
コ
ｇ

〕
な

ど
と
漢
訳

さ
れ
て

い
る

こ
と
か

ら
、

「
第
一

ヴ

ェ

ー
ダ
グ

ー
」
「
第
ニ

ヴ
ェ

ー
ダ
グ

ー
」

が
、
と

も

に
後

代

の
増

補

に
起

源

が

な

い
こ

と

は
認
め

ら
れ
よ

う
。
本

論
考

で
は

、

こ
の
二
箇

所

の
う

ち
、
紙

幅

の
関

係
で

「
第
一

ヴ

ェ
ー
ダ

グ
ー
」

に
検
討

を
絞

っ
て

見

て

い
く
こ

と
に

し

た

い
。

Ｔ
-ｐ

．５
４

．１
７
-５
６

．１

大
王

は
問

う

た
。
「
尊

者
ナ

ー
ガ

セ
ー
ナ

よ

、
『
ヴ
ェ

ー

ダ
グ

ー
』

〔
が
存

在

す

る
こ
と

〕
は
認

め
ら

れ
ま
す

か
。
」

「
大

王

よ

、
一

体

、
こ

の
「

ヴ

ェ
ー

ダ
グ

ー
」

と

い

う
の

は
何

な

の
で

し
ょ

う
か

。
」

トロイの木馬
と
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「

尊

者

よ

、

Ｊ
Ｉ
ｖ

ａ

　
３

１
≪
４

ｈ

ｔ

Ａ

昭
体

〕

内

部

に

存

す

る

生

命

原

理

ａ
ｂ
ｂ
ｈ
ａ
ｎ
ｔａ
ｒ
ｅ

」
な
る
も
の

が
あ
り
、
そ
れ
が
、
眼
に
よ
っ
て

も
の

の
姿

か
た

ち
を
見

て

、
眼

に
よ

っ
て

も

の
の
姿

か
た

ち

を
見
て

、

耳

に

よ

っ
て
音

を
聞

き
、

鼻

に
よ

っ
て

香
り

を
嗅

ぎ
、
舌

に

よ

っ
て

味
を

味

わ

い
、
身

体

に
よ

っ

て
触
覚

可
能

な

も
の

に
触

れ
、

意

に
よ

っ
て

事
物

を
認

識

す
る

の
で

す
。

あ

た
か

も

こ
の
宮

殿

に
座

っ
て

い
る
我

々

は
、

ど
の
窓

に

よ

っ
て

も
、

眺
め

よ

う
と
欲

す

る
、

ま

さ
に

そ
の
窓

に
よ

っ
て

〔
外

を
〕
眺

め

る
こ
と

が
で

き

る
よ

う
に
、

つ
ま

り

東

の
窓
に

よ

っ
て
眺

め

る
こ

と

も
、
西

の
窓

〔
略

〕
、

北

の

窓

〔
略

〕
、

南

の
窓

〔
略

〕
、

ま

さ

に

こ
の

よ
う

に
、
尊

者
よ

、
こ
の

「
〔
身

体
〕
内

部

に
存

す

る
生
命
原

理

」

は
、
眺

め

る

こ
と
を
欲

す

る

ど
の
門

に
よ

っ
て

も

、
そ

の
門

に
よ

っ

て
眺

め

る
の
で

す
。
」

長

老

は
答

え

た
。
「
大

王

よ

、
五

つ

の
門

の
話

を
こ

れ

か

ら
し

ま

し

ょ
う
。

そ

れ
を

お
聞

き
く

だ

さ

い
。

よ

く
そ

の
話
し

に
注

意

を
向

け

て

く

だ

さ

い
。

も

し

も

「
〔
身

体

〕

内

部

に

存

す

る
生

命

原

理

」

な

る
も

の

が
、

眼

に
よ

っ
て
姿

か
た

ち
を
見

て

い
る
な

ら
ば

、

あ
た

か

も
こ

の
宮
殿

に
座

っ
て

い
る
我

々

が
、

ど
の
窓

に
よ

っ
て

も
眺

め

よ

う
と
欲

す

る
、
ま

さ
に
そ

の
窓

に

よ
っ
て

姿

か
た

ち
を
眺

め

る
こ

と

が
で

き

る
よ
う

に
、

つ
ま

り
東

の
窓

に

よ
っ
て

姿

か
た
ち

を
眺

め

る

こ
と

も
で

き
る

よ
う

に
、
西

の
窓

〔
略
〕
、
北

の
窓

〔
略

〕
、
南

の

窓

〔
略
〕
、
ま

さ
に

こ

の
よ

う
に

、
こ

の

「
〔
身
体

〕
内

部
に

存

す
る

生
命

原
理

」

に
よ

っ
て

、
眼

に
よ

っ
て

姿

か
た

ち
を
見

て
、

耳

に
よ

つ
て
姿
か
た
ち
を
見
て
、
鼻
に
よ
っ
て
姿
か
た
ち
を
見
て
、
舌
に
よ

っ
て
姿
か
た
ち
を
見
て
、
身
体
に
よ
っ
て
姿
か
た
ち
を
見
て
、
意
に

よ
っ
て
姿
か
た
ち
を
見
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
す
。
〔
略
〕
。
」

「
尊
者
よ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

「
大
王
よ
、
後

に
語

ら
れ
た
こ
と
と
は
先

に
語

ら
れ
た
こ
と
と
、

先
に
語
ら
れ
た
こ
と
は
後
に
語
ら
れ
た
こ
と
と
、
相
戦
っ
て

い
ま
す

〔
前
後
が
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
〕
。

さ
ら
に
、
大
王
よ
、
こ
の
宮
殿
に
座
っ
て
い
る
我
々
は
、
こ
の
網

が
張
っ
て
あ
る
窓
が
取
り
除
か
れ
れ
ば
、
外
に
顔
を
出
し
て
、
大
い

な
る
虚
空
を
通
し
て
〔
部
屋
の
中
に
い
る
よ
り
も
〕
　一
層
よ
く
姿
か

た
ち
を
見
る
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
身
体
内
部

に
存
す
る
生
命
原
理
」
も
、
ま
た
眼
と
い
う
門

が
取
り
除
か
れ
れ
ば
、

大
い
な
る
虚
空
を
通
し
て
、
一
層
よ
く
姿
か
た
ち
を
見
る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
耳

が
取
り
除
か
れ
〔
略
〕
。
」

「
尊
者
よ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

注
意
す
べ
き
な
の
は
、
王

が
「
ヴ
ェ
ー
ダ
グ
ー
」
の
存
否
に
つ
い
て
問

う
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
は
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
わ
か
ら
ず
問
い
返
し
、
王
が
そ
れ
を
「
〔
身
体
〕
内
部
に
存
す

る
生
命
原
理
」
と
言
い
直
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
「
生
命
原
理
」

で
あ
れ
ば
、
生
や
死
と
い
う
、
そ
こ
ま
で
議
論
さ
れ
て
い
た
輪
廻
主
体
と

い
う
一
連
の
問
題

に
関

る
こ

と
に
な
り
、
「
グ
ェ
ー
ダ
グ
ー
」
は
「
魂
」

と
も
さ
れ
よ
う
。
各
訳
者
が
そ
う
す
る
理
由
が
こ
こ
に
存
在
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
内
容
に
眼
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
感
覚
モ
デ
ル
が
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王
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
そ
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
　
　

ち
出
す
の
は
故
な
し
で
は
な
い
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

あ

る

。

つ

ま

り

こ

こ

で

「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー
」

を

巡

っ

て

提

起

さ

れ

て

い

る

の

は

、

そ

れ

ま

で

議

論

さ

れ

て

い

た

輪

廻

問

題

そ

の

も

の

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

王

の

主

張

を

要

約

す

れ

ば

こ

う

な

ろ

う

。

〔
身

体

〕

内

部

に

存

す

る

生

命

原

理

な

る

も

の

が

ｙ
ｏ
　ａ
ｂ
ｂ
ｈ
ａ
ｎ
ｔａ
ｒ
ｅ

ｊ
ｉｖ
ｏ

　＊ｒ
ｒ
 

ｓ
W

’

眼

に

よ

っ

て

ｇ

ｇ

ｇ

１

４
４
ぶ
ｉ｛

、

も

の

の

姿

か

た

ち

を

ｒ
ｕ
ｐ
ａ
ｍ

見

る

ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｔ
ｉ

も

の

を

「
見

る

」

の

は

眼

で

は

な

い
。
「
感

党

器

官

」

は

外

部

へ

の
通

路

で

あ

る

。
「

窓

」

の

比

喩

が

象

徴

す

る

よ

う

に

、

王

の

モ

デ

ル

は

外

部

と
内

部

の

隔

絶

が

前

提

と

な

っ

て

お

り

、「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」
、
或

い

は

「
生

命

原

理

」

は

、

こ

の

窓

の

奥

に

要

請

さ

れ

る

感

覚

主

体

で

あ

る

。
「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

は

あ

た

か

も

部

屋

の

内

部

に

い

る

我

々

の

よ

う

に

、

窓

を

通

し

て

入

っ

て

く

る
「
姿

か

た

ち

」
を

見

る

の

で

あ

る

。

こ

の

モ

デ

ル

で

は

、

「

生

命

原

理

」

が

、

具

格

「
身

体

器

官

」

を

用

い

て

、

身

体

外

部

に

存

し

、

対

格

で

示

さ

れ

る

「
姿

か

た

ち

」

を

、
「
見

る

」

の

で

あ

る

。

だ

が

、

王

の

感

覚

理

論

を

、

身

体

内

に

感

覚

主

体

が

存

在

す

る

こ

と

を

主
張

す

る

も

の

と

の

み

解

し

て

し

ま

っ
て

は

、

知

に

関

わ

る

状

態

を

記

述

す

る

「
ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

が

使

用

さ

れ

る

理

由

は

見

つ

か

ら

な

い
。

け

れ

ど

も

お

そ

ら

く

、

内

部

に

存

す

る

「

主

体

」

が
果

た

す

べ
き

役

割

が

明

ら

か

に

さ

れ

れ

ば

、

そ

の

根

拠

は

明

瞭

に

理

解

さ

れ

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

の

た

め

に

比

較

と

い

う

手

法

を

と

ろ

う

。

以

下

で

は

感

覚

知

覚

モ

デ

ル

の

一

例

と

し

て

、

プ

ラ

ト

ン

『
テ

ア

イ

テ

ト

ス

』

を

見

る
。

王

に

ギ

リ

シ

ア

的

教

養

が
推

測

さ

れ

る

以

上

、

当

時

、

広

く

読

ま

れ

て

い

た

プ

ラ

ト

ン

を

持

二
　
「
ト

ロ

イ

の
木

馬

」

と

「
何

か

一

つ

の
姿

」

プ
ラ

ト

ン

「
テ

ア

イ
テ

ト
ス
」

篇

は
、
一
知

識
と

は

何

か
」

を
論
題

と

す

る
対

話
篇

で
あ

る
。

一
読
す

れ
ば

わ
か

る
こ

と
で

あ
る

が
、
こ

こ
で
は

感
覚

の

成
立

に
つ

い
て

、
王

の
主
張
と

類
似

し

た
モ
デ

ル

が
立

て

ら
れ
て

い
る
。

１
８
４
ｂ
７
-ｄ
５

ソ

ク
ラ

テ
ス

「

さ
て
で

は
も
し
誰

か

が
君

に
こ

ん
な

こ
と
を
尋

ね
た

と

し
よ

う

。
「
人

間

は
何

に
よ

っ

て
白

い
も

の
と

黒

い
も

の
を
見

る

の

か
、

ま
た

何

に
よ
っ
て
高

い
音

と
低

い
音

を
聞

く
の

か
」

と
。

す

る

と
君

は
、

思

う

に
、
「

眼
に

よ

っ
て

、
耳

に

よ

っ
て
」

と

答
え

る

だ

ろ
う
。
」

テ
ア

イ

テ
ト

ス

「
そ
う
す

る
と
思

い
ま

す
。
」

ソ

「
〔
略
〕

ど

っ
ち

が
正

し

い
の
だ

ろ

う
か
。

眼

と

は
「

そ
れ
に

よ

っ
て
見

て

い
る

も
の
」
な

の
か
、

そ

れ
と

も
「

そ
れ

を
通
し
て
見

て

い
る

も

の
」

な

の
か
。
「
そ

れ
に

よ

っ
て

聞

い
て

い
る
も

の
」

が
耳

な

の

か
、
そ

れ

と
も
「

そ
れ
を
通

し
て
聞

い
て

い
る
も

の
」

が
耳

な

の

か
。
」

テ

「
「

そ
れ

を
通

し
て
そ

れ
ぞ
れ

を
感
覚

し
て

い
る
も
の
」
が
、
ソ

ク

ラ

テ
ス
、「
そ

れ
に

よ
っ
て
」

と

す
る
よ

り

も
、
よ

い
と
思

い
ま
す

。
」

ソ

「
ま

っ
た

く

そ
う
な

ん
だ

。
だ

っ
て
君

、
も
し

も
我
々

の
中
に

は
、

そ

う
、

ま
さ

に

〔
ト

ロ
イ

の
〕
木
馬

の
中

の
よ
う

に
、

い
ろ

い
ろ

と

「ヴェ ーダグー」とトロ イの木馬111



多

く

の

感

覚

が

収

ま

っ

て

い

る

の

だ

が

、

何

か

一

つ

の

姿

を

な

す

も

の

〔
［
＼
＼ａ
ｖ
　ｘ
ｔｖ
＆
　１
６ｅ
ａ
ｖ
］
、

そ

れ

は

魂

で

あ

ろ

う

と

他

の

名

前

で

呼

ぱ

れ

よ

う

と

、

そ

こ

へ

そ

れ

ら

全

て

が

到

達

し

て

い

な

い

な

ら

、

な

ん

と

大

変

な

こ

と

だ

ろ

う

か

。

我

々

は

そ

の

一

つ

の

姿

を

な

す

も

の

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ら

を

通

し

て

、

い

わ

ば

道

具

の

ご

と

き

も

の

を

通

し

て

、

感

覚

さ

れ

う

る

限

り

の

も

の

を

感

覚

す

る

の

だ

か

ら

。
」

主

張

は

明

瞭

で

あ

る

。

我

々

は

視

覚

対

象

を

、

日

常

言

語

で

は

「
眼

で

｀
ｉ

ｐ
ａ

」

と

い

う

よ

う

に

、

手

段

の

与

格

で

著

わ

さ

れ

る

器

官

を

用

い

て

感

覚

す

る

が

、

そ

れ

は

「
身

体

器

官

を

通

し

て

？

。
＆
こ

と

前

置

詞

句

に

よ

っ

て

言

い

換

え

ら

れ

、

さ

ら

に

「
道

具

の

ご

と

き

も

の

を

通

し

て

ｔ
ｏ
ｖ
ｔ
ｃ
ｄｖ
　ｏ
ｔｏ
ｖ
　
６
ｐ
ｙ
ｄ
ｖ
ｃｏ
ｖ
」

と

表

現

さ

れ

る
。

こ

の

比

喩

は

、

身

体

を

使

う

「
主

体

」

の

存

在

を

要

請

し

て

い

る

。

だ

が

そ

れ

だ

け

で

は

感

覚

体

験

は

説

明

で

き

な

い

。
実

際

に

感

覚

は

単

一

の

も

の

で

は

な

い

か

ら

だ

。

視

覚

対

象

に

限

定

し

て

も

そ

れ

は

複

数

で

あ

る
。
「
視

覚

を

通

し

て

」

感

覚

さ

れ

た

「
白

い

も

の

」

は
Ｉ

「

通

し

て

」

と

い

う

語

が

前

提

と

す

る

よ

う

に
Ｉ

「
我

々

の

中

」

に

入

っ

て

く

る

。

し

か

し

「
白

」

と

「
黒

」

が

集

積

さ

れ

た

だ

け

な

ら

、

白

は

「
白

い

も

の

で

あ

る
」

こ

と

は

な

く

、

黒

も

「
黒

い

も

の

で

あ

る

」

こ

と

は

な

い
。

何

故

な

ら

、
「

白

」

が

「

白

く

あ

り

」
「
黒

で

は

あ

ら

ぬ

」

の

は

、「
黒

に

比

べ
れ

ば

」

だ

か

ら

で

あ

る

。

身

体

外

部

か

ら

器

官

を

通

し

て
「
我

々

の

中

に

」
入

っ

て

き

た

感

覚

は

、「
何

か

一

つ

の

姿

を

な

す

も

の
」

へ

と

至

る

こ

と

で

、

そ

の

よ

う

な

も

の

と

し

て

受

け

入

れ

ら

れ

る

の

だ

。

だ

が

我

々

の

感

覚

と

は

そ

れ

だ

け

に

は

留

ま

ら

な

い

。

さ

ら

に

見

て

い

こ

う

。

一１８
６
ｂ
２
-ｃ
５

ソ

「
で

は
、
硬

い
も
の

の
硬

さ
は
触
角

を
通

し
て
感

覚

す
る

、
そ
し

て
軟

ら

か

い
も
の

の
軟

ら
か

さ
も
そ

れ
と
同
様

に
行

な

う
、

と
し
よ

う
。
」

テ

「
は

い
。
」

ソ

「
だ

が
、「
あ

る
」
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り

そ

れ
ら

が
そ
れ

ぞ
れ
「
硬

い
も
の

で

あ

る
」

と

か
「

軟
ら

か

い
も

の
で

あ

る
」

と

い
う

こ
と
、

さ

ら
に

「
相
互

に
反

対

の
も

の
で
あ

る
」

と

い
う
こ
と

、

つ
ま
り
反

対

の
も

の

が
「
あ

る
」

と

い
う
こ
と

は
、
魂
自

身

が

そ
こ

へ
と
赴

い

て
、

相

互

に

比
較

対

置

し
て
判

別

す

る
こ

と

を
我

々

に

試

み

る

の

だ
。
」

テ

「
ま

っ
た

く
そ

う
で

す
。
」

ソ

「
だ

と
す

る
と
、

身

体

を
通

し
て
、

魂

に
到

る
も

の

の
感
覚

は
、

本

来

、
人

間

に
も
動

物

に
も
生

ま
れ

る
と

す
ぐ
に
備

わ

る
も

の
で

あ

る

が
、
こ

れ

ら
に

つ

い
て

「
〔
Ａ

が
Ｂ
で

あ

る
、
Ｂ

な

る
Ａ

が
〕

あ

る
」

と

か
、
「
〔
自

分

に

と

っ
て

〕
利

益
で

あ

る

〔
＝
善

で

あ

る
〕
」

と

か

と

い
う

こ
と

に

つ

い
て

の
計

算
は
、
時

間

の
中
で

多

く
の
苦

労
や
教

育

を
通

し
て

、
備

わ

る

べ
き
も
の

に
や
っ

と
備

わ
る

も
の

な
の
だ

。
」

こ
こ

で

は

「
何

か
一

つ

の
姿

Ｒ
Ｑ

β
巴
ｇ

Ｑ
」

が
果

た

し
て

い
る
役

割

が
さ
ら

に
特
定

さ
れ

る
。

そ
れ

は
、
「
硬

い
も

の
」

が
「
軟

ら

か
い
も

の
」

と

の
対

比
に

お

い
て

「
硬
」

い
と
い
う
、

感
覚

の

「
あ
り

か
た
」

の
み

な

ら

ず
、「
利

益

曾

Ｆ

貰

」
、
つ
ま
り

「
善

政
ｉ

ｌ

」
と

い
う
「
あ

り
か
た

」

扼
－

例

え
ば

「
苦

い
」

に

も
か

か
わ
ら

ず
、
「
身
体

に
善

い
」
限

り
で

、
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そ
れ

を
服

用

す

る

こ
と

が

「
善

〔
利
益

〕
」

と

い
う
場

合
－

、

に

も
関

わ

る
も

の
で

あ

る
。
「
何

か
一

つ

の
姿

」

と

は
、

美
醜

善

悪

を

も
判
別

す

る
限

り
で

、
感

覚
器
官

の
中

に

存
在

が
認

め

ら
れ

る
も

の
で

は
な

い
。

感

覚
対

象
に

こ

の
よ

う
な
「
あ

り
か

た
」
を
与

え

る
も

の
は
、
物

体
〔
身

体
〕

と
非

物
体

と

い
う
二
分

法

的
な

思
考

に
従

っ
て

「
魂
」

の
側

に
位
置

づ

け

ら
れ

る
。

だ

が

さ
ら

に
そ

れ

は
、
「
魂

自
身

が

〔
対

象

の
あ
り

か

た

の

へ
と
〕

赴

い
て

、
相
互

に
比

較
対

置
し

て
判

別

す
扼

」
、
「
相
互

に
そ

の

あ

り

か
た

を
考

察

し
て

、
魂

の
内

部

で

『
〔
感
覚

対

象

の
〕

過

去

の
あ

り

か

た
」
、
「
現

在

の
あ
り

か
た
」
、
「
未

来

の
あ

り

か
た
」

を
類

比
眄

」
、
「
類

比
計

算

の
結

果

」

を
導

き

、
「
推

理

勘

考
」

を

遂
行

す

る
、
魂

の
機

能

の

一

つ
と

し
て
理

解

さ

れ
る

ぺ
き
と

さ
れ

る
。

プ
ラ

ト

ン
「
テ

ア
イ

テ
ト

ス
」

で
重

要

な
の

は
、

こ

の
「
推
理

勘
考

」

を
感
覚

モ
デ

ル

の
主
体
と

し
て

位

置

づ
け
て

い
る
こ

と
で

あ
り
、

こ

れ
を

欠
け

ば
我

々

は
、
戦

士

を
欠

い
た

が
ら

ん
ど

う
の
木

馬
に

な

る
と

い
う
指

摘
で

あ

る
。

こ

れ
ら
を
踏

ま

え
た

上

で
、
再

び
王

の
主
張

を
見

て
み

よ

う
。

三
　

我

々

の
内

な

る

「

ヴ

ェ

ー
ダ

グ

ー

」

「

ヴ

ェ
ー

ダ

グ

ー
」

が
単

な
る
感

覚

主

体

で

は

な
く
、

知

覚
主

体

と

し

て

想

定
さ

れ
て

い
た
可

能
性

を
探

り

、
そ

れ
に

よ

っ
て

、
王

の
理
論

の
全

体

像

を
見

て
み

た

い
。
た

だ
し

そ
の

た
め

に

は
、
以
下

の
箇
所

を
見

る
必

要

が
あ

る
。

Ｔ
-ｐ

．８
６

．１
７
-８
７

．２

大

王

は
問

う

た
。
「
尊

者
ナ

ー

ガ
セ

ー
ナ

よ

、
識

別

作
用

と

い
う

な

る
の
で
し

ょ

う
か
。
」

「
大

王

よ
、

識
別

と

は
区
別

し
て

知

る

こ
と
で

あ

り
、
智

慧

は
明

瞭

に
知

る
こ
と

で
あ
り
ま

す

が
、
「
生

き
も

の
に
お
け

る
生
命
原

理
」

は
存

在
し

な

い
の
で
す
。
」

－

王

「

も
し

も
『
生
命
原

理
』

が
存
在

し
な

い
な
ら

ば
、
何

が
眼

に

か
。
」

長

老

は
答
え

た
。
「
大

王
よ

、
も
し
も
「
生
命
原

理
」
な

る
も
の

が
、

眼

に
よ

っ
て
姿

か

た
ち

を
見

て

い
る
な

ら

ば
、
〔
略

〕

こ
の

「
生

命

原

理
」

は
、
眼

と

い
う
門

が
取

り
除

か

れ

れ
ば
、

外

に
顔

を
出

し
、

〔
略

〕
。
」

「
尊
者

よ

、
そ

う

い
う

こ
と

は
あ

り
ま
せ

ん
。
」

「
だ

と
す

れ
ば
大
王

よ

、
「
生

き

も
の
に

お
け

る
生
命
原

理
」

が
存

在

す

る
こ
と

は
認

め
ら
れ

な

い
の
で

す
。
」

「
も

っ
と

も
で

す
、
尊
者

ナ

ー
ガ

セ
ー
ナ

。
」

一

読

し
て

了
解

さ

れ
る
よ

う
に
、

こ

こ
は

「
第

一

ヴ
ェ

ー
ダ
グ

ー
」

と

ほ

ぼ
同

じ

モ
デ

ル

が
提
示

さ
れ
る
限

り
で

、
そ

の
並

行
箇
所

で

あ
る
〔
「
第

「ヴェ ーダグー」とトロ イの木馬113 1



一

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

と

同

じ

表

現

を

傍

線

で

示

す

〕
。

た

だ

し

こ

こ

で

は

「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

は

出

て

こ

ず

、

感

覚

主

体

は

「

生

き

も

の

に

お

け

る

生

命

原

理

ｂ
ｈ
ｕ
ｔａ
ｓ
ヨ
一ｒｉ
ｌ
ｊ
ｌｖ
ａ
　ｓ
ｊ
ｆｒｆ
？
３Ｔ

　
３
ｆｒａ
－Ｊ

と

さ

れ

て

い

る

。

け

れ

ど

も

「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

も

「
〔

身

体

〕

内

部

に

存

す

る

生

命

原

理

ａ
ｂ
ｂ
ｈ
ａ
ｎ
ｔａ
ｒ
ｅ

』
‘ｇ

肓
ｌ

暮

黔

畆
可

」

と

言

い

直

さ

れ

て

い

た

こ

と

を

思

い

出

せ

而

、

こ

の

「
生

き

も

の

に

お

け

る

生

命

原

理

」

は

、

王

の

感

覚

理

論

に

お

い

て

は

同

じ

役

割

を

果

た

す

も

の

と

考

え

て

良

い

だ

ろ

う

。

内

容

的

に

並

行

す

る

表

現

が

多

い

と

は

い

え

、

異

な

る

文

脈

も

Ｔ
-
ｐ

．８
６

．
１
７

以

降

に

は

認

め

ら

れ

る

〔
第

一

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

と

異

な

る

表

現

を

波

線

で

示

す

〕
。

王

が

「
生

き

も

の

に

お

け

る

生

命

原

理

」

と

「
識

別

作

用

ｖ
ｉｎ

ｎ
ａ
ｎ
ａ

や

「
智

慧

ｐ
ａ
ｎ
ｎ
ａ
　
ｈ
＞
＾
ｉ　Ｊ
　Ｊ

と

の

関

係

を

問

う

箇

所

で

あ

る

。

こ

こ

か

ら

は

、

王

が

、

「
生

き

物

に

お

け

る

生

命

原

理

」

と

そ

れ

ら

知

的

能

力

を

一

体

と

考

え

て

い

た

可

能

性

が

推

測

さ

れ

る

。
こ

れ

は

、

「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

で

は

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

特

徴

だ

。

感

覚

主

体

で

あ

る

「
生

命

原

理

」

は

、
「

識

別

作

用

」

や

「
智

慧

」

と

い

っ

た

対

象

の

分

析

に

関

わ

る

知

的

側

面

を

付

加

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

で

は

王

が

「
生

命

原

理

」

に

知

的

能

力

を

担

わ

せ

た

理

由

と

は

何

か

。

先

の

「

窓

」

で

考

え

て

み

よ

う

。
「
今

日

は

空

が

青

い

」

と

い

う

理

解

は

、

今

日

の

空

だ

け

を

見

て

成

立

す

る

も

の

で

は

な

い

。

そ

れ

が

「
青

い

」

と

い

う

把

握

は

、

王

の

「
内

部

に

存

す

る

生

命

原

理

」

が

、

「
眼

を

通

し

て

」

見

た

、

「
昨

日

の

空

の

青

」

と

「
今

日

の

空

の

青

」

を

「

識

別

作

用

」

に

基

づ

い

て

見

る

と

き

に

成

立

す

る

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

今

日

、

「
窓

」

か

ら

「
空

」

を

眺

め

る

と

い

う

こ

と

は

、

「
昨

日

の

空

の

青

」

を

思

い

出

す

こ
と
で

あ
り
、
「
明
日
の
空
の
色
」
を
予
想
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
我
々
　
1
1
4

の
内
な
る
「
生
命
原
理
」
に
は
感
覚
内
容
を
分
析
す
る
能
力
が
備
わ
っ
て

い
る
と
、
王
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
ヴ
ェ
ー
ダ
グ
ー
」

が
「
生
き
も
の
に
お
け
る
生
命
原

理
」
と
同
一
視
可
能
で
、
さ
ら
に
そ
の
原
理
が
知
的
能
力
と
一
体
だ
と
す

れ
ば
、
「
ヴ
ェ
ー
ダ
グ
ー
」
は
、
「
知
的
能
力
を
併
せ
持
つ
も
の
」
と
想
定

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
限
り
で
こ
れ
は
、
感
党
主
体
と
い
う

よ
り
知
覚
主
体
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま

と

め

に

か

え

て

こ

れ

ま

で
王

を

中

心

に

ナ

’‐
ガ

セ

ー

ナ

と

の
知

覚

理

論

の

相

違

を

検

討

し

て

き

た

が

、

比

較

思

想

的

観

点

か

ら

以

下

の

よ

う

に

ま

と

め

る

こ

と

が

で

き

る
。

感

覚

器

官

を

道

具

と

し

て

位

置

づ

け

る

た

め

に

、

使

用

者

と

道

具

と

い

う

、

分

離

と

主

従

の

関

係

を

王

の

モ

デ

ル

は

前

提

と

す

る
。

両

者

の

分

離

に

は

、

場

面

を

変

え

た

と

こ

ろ

で

、

再

結

合

と

い

う
Ｉ

デ

カ

ル

ト

の
松

果

腺

Ｉ
・－

難

問

を

惹

起

す

る
可

能

性

が

濳

ん

で

い

る

。

と

は

い

え

、

王

は

、
現

代

的

な

視

点

か

ら

見

れ

ば

、
ラ

イ

ル

の

い
う

「
機

械

の

中

の

幽

霊

」

を

主

張

す

る
人

々

の

系

譜

に

連

な

ろ

う

。

こ

れ

に

対

し

ナ

ー

ガ

セ

ー

ナ

の
反

論

の

目

的

は

王

の

モ

デ

ル

の
前

提

と

な

っ

て

い

る
分

離

主

従

関

係

を

否

定

す

る

こ

と

で

あ

っ

て

、

経

験

を

説

明

す

る

た

め

に

眼

前

の

も

の

以

外

を

要

請

す

る

立

場

に

た

い
し

て

な

さ

れ

て

い
る

。
つ

ま

り

彼

に

よ

れ

ば

、
感

覚

と

は

、「
眼

の
識

別

作

用

ｃ
ａ
Ｋ
Ｋ
ｎ
ｕ
ｖ
ｉｎ
ｎ
ａ
ｎ
ａ



え
４
峨

″
ｊ

１

」

と

「

意

の

識

別

作

用

ヨ
弓

Ｏ
Ｓ
ｇ

召

ご

乳

茹
罧

外
耳

」

と

の

間

に

前

後

や

主

従

関

係

が

あ

っ

て

成

立

す

る

も

の

で

は

な

く

、
「
〔
そ

う

な

る

と

い

う

〕

傾

向

性

ｎ
ｉｎ
ｎ
ａ
ｔ
ｔａ
　
w
Ｔ
Ｓ
ｆｆｉ

Ｔ
ｊ

に

依

っ

て

い

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

注

意

し

た

い

の

は

、
二

元

論

的

認

識

論

と

い
う

点

の

み

に

限

定

す

れ

ば

、

こ

の

よ

う

な

感

覚

知

覚

モ

デ

ル

は

、

王

が

ギ

リ

シ

ア

人

で

あ

る

こ

と

に

起

因

す

る

も

の

で

は

な

い

点

で

あ

る

。

後

代

の

ヴ

ェ

ー

ダ

ン

タ

及

び

ヴ

ァ

イ

シ

ュ

ー

シ

カ

学

派

も

ま

た

、

身

体

を

道

具

と

位

置

づ

け

、

道

具

を

使

用

す

る

主

体

の

存

在

を

推

論

に

よ

り

主

張

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

の
限

り

で

は

、

感

覚

知

覚

主

体

と

器

官

等

と

の

関

係

は

、

単

に

東

西

思

想

の

差

異

の

み

に

還

元

さ

れ

る

べ
き

で

は

な

い

。

さ

ら

に

認

識

論

に

お

け

る

有

我

論

と

無

我

論

と

い

っ
た

思

想

類

型

的

な

観

点

か

ら

も

今

後

の

考

察

は

な

さ

れ

る

べ
き

だ

ろ

う

。

さ

て

以

上

見

て

き

た

よ

う

に

、
「

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

は

、

知

覚

主

体

の

知

的

側

面

を

あ

ら

わ

す

た

め

に

使

わ

れ

た

語

彙

で

あ

る
。

こ

れ

は

同

じ

知

覚

主

体

モ

デ

ル

を
導

き

な

が

ら

、

推

理

勘

考

機

能

の

重

要

さ

を

描

く

「

テ

ア

イ

テ

ト

ス

」

と

比

較

し

て

鮮

明

と

な

っ

た

。

王

の

念

頭

に

類

似

の

モ

デ

ル

が

あ

っ

た

こ

と

は

、
「
生

命

原

理

」

を

、
「
識

別

作

用

」

や

「
智

慧

」

と

一

体

と

し

よ

う

と

し

て

い

た

こ

と

か

ら

理

解

さ

れ

よ

う

。

こ

こ

か

ら

Ｔ
-ｐ

．５
７

．１
８

の

ナ

ー

ガ

セ

ー

ナ

の

当

惑

は

容

易

に

理

解

さ

れ

る

。

何

故

な

ら

、
「
ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

と

は

、

ヴ

ェ

ー

ダ

に

通

じ

た

人

、

或

い

は

仏

陀

な

ど

、

極

め

て

限

定

さ

れ

た

人

物

に
帰

せ

ら

れ

る

べ

き

語

彙

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

王

の

モ

デ

ル

に

基

づ

け

ば

、

知

覚

経

験

が

可

能

な

あ

ら

ゆ

る

人

間

に
Ｉ

人
間
が
ロ
ゴ
ス
を
備
え
た
生
き
物
と
定
義
さ
れ
る
限
り
で
Ｉ

帰

せ
ら
れ
る
語
彙
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
漢
訳
の
「
有
智
」
は
、
こ
の
語

が
使
わ
れ
た
意
図
を
も

っ
と
も
反
映
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費

助
成
事
業

〔
基
盤
研
究
ｃ

〕
課
題
研
究

２
３
５
２
０
０
３
５
「
ア
プ
レ

イ
ウ
ス
及
び
中
川
プ
ラ

ト
ン
主
義
か
ら
み

る
行
為
決
定
に

お
け
る
超
越
的
契
機

の
研
究

」

に
よ
る
成
果
で
あ

る
。

（

１

）
　

テ

キ

ス

ト

は

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｍ

ｉ
ｌ
ｉｎ

ｄ

ａ

　
Ｐ
ａ

ｈ

ｈ
ｏ

「

　ｅ

ｄ

ｉｔ
ｅ

ｄ

　
ｂ

ｙ

　
Ｔ

ｒ
ｅ
ｎ

ｃ

ｋ
ｎ

ｅ
ｒ
｢
　
Ｖ

．「

　
Ｐ
ａ

ｌ
ｉ
　
Ｔ

ｅ
ｘ

ｔ

Ｓ
ｏ

ｃ

ｉｅ

ｔ
ｙ
｢
　
ｒ
ｅ

ｐ

ｒ
ｉｎ

ｔｅ

ｄ

　
w

ｉ
ｔ
ｈ

　
Ｍ

ｉ
ｌ
ｉｎ

ｄ
ａ
-

Ｔ

ｉ
ｋ

ａ
「

　
１
９

８
６

を

使

用

。

引

用

訳

出

に

際

し

て

は

こ

の

版

に

基

づ

き

頁

付

け

に

Ｔ

を

付

し

て

示

す

。

（

２

）
　

ト

レ

ン

ク

ナ

ー

は

（

ｏ
ｐ

．
　ｃ
ｙ
ｒ
.

。 ｐ

ｐ
.
ｉｖ
-
ｖ

）

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

、

中

村

は

〔

「

ミ

リ

ン

ダ

王

の

問

い

」

中

村

元

・

早

島

鏡

正

訳

、

一

九

六

二

年

、

平

凡

社

、

三

一

八

一

三

二

〇

頁

、

以

下

、

中

村

・

早

島

と

略

〕
、

プ

ラ

ー

ク

リ

ッ

ト

或

い

は

混

淆

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

を

推

定

す

る

。

（

３

）

Ｔ

ａ
ｒ
ｎ

。
　
Ｗ

．
Ｗ

．
｢ 　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｇ

ｒ
ｅ
ｅ
ｋ
ｓ

　
ｉ
ｎ

　
Ｂ

ａ
ｃ

ｔ
ｒ
ｉ
ａ

　ａ
ｎ

ｄ

　Ｉ
ｎ

ｄ
ｉ

ａ
「

　（

２

ｎ

ｄ

　
ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ

）
「

　
Ｃ

ａ

ヨ

・

ｂ

ｒ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ

「

　
１

９
５

１
　
（

ｒ
ｅ
ｐ

ｒ
ｉ
ｎ

ｔ
ｅ

ｄ

　
i
n
　
１
９

６
６

「
　
ｐ

ｐ
.
４

１
４
-
４

３
６

」

は

、

偽

書

「

ア

リ

ス

テ

ア

ス

轡

簡

」

と

の

形

式

的

類

似

か

ら

ギ

リ

シ

ア

語

原

典

を

推

測

す

る

。

森

祖

道

・

浪

速

宜

命

「

ミ

リ

ン

ダ

王

」

消

水

書

院

、

一

九

九

八

年

も

同

様

。

（

４

）
　

二

巻

本

は

「

大

正

新

修

大

蔵

経

Ｎ

ｏ

．
 １
６

７

０

（

冫

）
」

〔

一

冊

分

は

亡

失

〕

、

三

巻

本

は

「

大

正

新

修

大

職

経

Ｎ

ｏ
.
 １
６

７

０

「

と

」

で

あ

る

。

翻

訳

は

東

晋

と

あ

る

が

、

水

野

弘

元

〔
「

ミ

リ

ン

ダ

間

経

類

に

つ

い

て

」

〔
「

駒

澤

大

学

研

究

紀

嬰

」

通

巻

第

一

七

号

〕

昭

和

三

四

年

三

月

、

一

七

－

五

五

頁

〕

は

「

お

そ

く

と

も

三

国

時

代

ま

で

」

と

す

る

〔

ｏ
ｐ

．　
ｃ

ｉｔ
．［

　ｐ
ｐ
.

３

１
-
３
４

］
°

（

５

）
　

水

野

は

、

三

巻

本

は

記

述

が

増

さ

れ

て

い

る

と

い

う

［

ｏ
ｐ

．
　
ｃ

ｉ
ｔ
.ｆ

　
ｐ

ｐ
.
２

８
-

２
９

］
°

と

こ

ろ

で

二

つ

の

漢

訳

お

よ

び

そ

れ

と

一

致

す

る

パ

ー

リ

現

行

本

が

こ

の

作

品

の

古

層

を

示

し

て

い

る

と

し

て

も

、

そ

の

ま

ま

で

原

本

や

歴

史

的

事

実

を

反

映

し

て

い

る

と

は

い

え

な

い

。

こ

の

作

品

で

「

ミ

リ

ン

ダ

」

と

音

写

さ

れ

た

王

の

「 ヴェ ーダグー」とトロイの木馬115



名

を

、

「

雑

宝

経

」

第

九

巻

｛

｝
コ

）

二

の

よ

う

に

、

「

難

陀

王

與

那

伽

斯

那

共

論

緑

」

と

「

ナ

ン

ダ

」

と

音

写

す

る

傍

系

資

料

も

存

在

す

る

か

ら

で

あ

る

。

（

６

）
　

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

対

照

的

な

以

下

を

参

照

。

宮

本

啓

一

「

イ

ン

ド

哲

学

七

つ

の

難

問

」

講

談

社

、

二

〇

〇

二

年

、

一

ご

一
Ｉ

匸

二

八

頁

。

ア

ル

ポ

ム

ッ

レ

ー

ス

マ

ナ

サ

ー

ラ

「

無

我

の

見

方

」

サ

ン

ガ

、

二

〇

匸

一
年

、

一

九

三

一

一

九

八

頁

。

（

７

）
　

ミ

リ

ン

ダ

却

却

則

が

歴

史

上

の

メ

ナ

ン

ド

ロ

ス

Ｍ

ｅ
ｖ
ａ

ｖ

ｏ
ｐ

ｏ

ｑ

に

比

定

さ

れ

る

こ

と

は

一

般

的

に

承

認

さ

れ

て

い

る

。

次

註

で

挙

げ

ら

れ

る

Ｄ

ａ

ｖ

ｉ
ｄ
ｓ

の

翻

訳

を

参

照

［

ｐ

ｐ

．
　ｘ

ｖ

ｉ
ｉ
ｉ
-ｘ

ｉｘ

］

°

と

は

い

え

歴

史

的

事

実

は

定

か

で

は

な

い

。

本

作

品

で

王

は

仏

教

に

帰

依

し

た

こ

と

に

な

っ

て

お

り

、

プ

ル

タ

ル

コ

ス

「

モ

ラ

リ

ア

」

８

２

１

Ｄ
-

Ｅ

以

下

か

ら

そ

れ

を

事

実

と

す

る

見

解

も

あ

る

が

、

反

対

も

多

い

。

（

８

）
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｑ

ｕ

ｅ
ｓ
ｔ
ｉｏ

ｎ
ｓ

　ｏ
ｆ

　Ｍ

ｉ
ｌ
ｉｎ

ｄ
ａ

。
　
Ｔ
ｒ
ａ

ｎ
ｓ

ｌａ

ｔ
ｅ

ｄ

　
ｂ
ｙ

　
Ｄ

ａ
ｖ

ｉｄ

ｓ
｢
　
Ｒ

．「

　ｐ
.
８

６
｢
ｎ

．
ｌ

参

照

。

ま

た

Ｐ

ａ

ｌ
ｉ
-
Ｅ

ｎ
ｇ

ｌ
ｉｓ

ｈ

　
Ｄ

ｉｃ

ｔ
ｉｏ

ｎ

ｒｙ
「

　
Ｒ

．
　
Ｄ

ａ
ｖ

ｉｄ

ｓ

　ａ

ｎ

ｄ

　
Ｗ

． Ｓ

ｔ
ｅ

ｄ
ｅ

　
（

Ｄ

ｅ

ｌ
ｈ

ｉ（

１
９

９

３

）

の

当

該

項

目

に

も

上

記

が

特

殊

例

と

さ

れ

て

い

る

。

但

し

こ

れ

は

本

作

品

に

通

常

の

用

例

が

な

い

こ

と

を

意

味

す

る

も

の

で

は

な

い

［

例

え

ば

Ｔ

－
ｐ

．
２

１
．

１
５

］

’

（

９

）
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｑ

ｕ

ｅ
ｓ
ｔ
ｉｏ

ｎ

　ｏ
ｆ

　Ｋ

ｉ
ｎ
ｇ

　Ｍ

ｉ
ｌ
ｉｎ

ｄ
ａ
｢
　
ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｅ

ｄ

　
ｂ
ｙ

　
Ｍ

ｅ
ｎ

ｄ

ｉｓ
「

　
Ｎ

．
Ｋ
.

Ｇ

．
｢ 　

Ｂ

ｕ

ｄ

ｄ

ｈ

ｉｓ

ｔ

Ｐ
ｕ

ｂ

ｌ
ｉｃ

ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

　
Ｓ
ｏ

ｃ

ｉｅ

ｔｙ
「

　
Ｋ

ａ

ｎ

ｄ

ｙ
「

　
Ｓ

ｒ
ｉ
　
」
ａ

ｎ

ｋ
ａ

「

　
１

９
９

３
.
　
４
-１
だ

し

こ

れ

は

一

八

八

〇

年

の

Ｈ

ｏ

ｍ

ｅ
ｒ

版

を

基

に

、

Ｄ

ａ
ｖ
i
d

ｓ

版

の

一

部

を

参

考

に

作

成

さ

れ

て

い

る

。

（

1 0

）
　

中

村

・

早

島

、

一

七

〇

－

一

七

一

頁

参

照

。

（

1 1

）
　

三

巻

本

ｐ

． ７

１
２
ｂ

は

Ｔ
-

ｐ
.
５
４

．
１
７

の

「

第

一

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

冒

頭

に

相

当

。

（

1 2

）
　

三

巻

本

ｐ

． ７

１
３

ａ

は

Ｔ
-
ｐ

５

７
.
２

の

「

第

一

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

末

尾

に

相

当

。

（

1 3

）
　

二

巻

本

で

は

ｐ

．
７
０

０
ａ

’

三

巻

本

で

は

ｐ
.
７

１
５
ｃ

が

Ｔ
-

ｐ

．
７

１

の

「

第

ニ

ヴ

ェ

ー

ダ

グ

ー

」

に

相

当

す

る

。

（

1 4

）
　

」
ｅ
ｓ

　ｑ

ｕ

ｅ
ｓ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｓ

　
ｄ
ｅ

　
M

ｔ
ｉ
ｔ

ｎ

ｄ
ａ
｢

　
ｔ
ｒ
ａ

ｄ

ｕ

ｉ
ｔ
　
ｄ

ｕ

　
Ｐ
ａ

ｌ
ｉ

　ｐ

ａ
「

」
ｏ

ｕ
i
ｓ

　
Ｆ

ｉｎ

ｏ

ｔ「
　
」
ｅ

ｓ

　ｃ

ｌａ
ｓ
-

ｓ

ｉｑ

ｕ

ｅ
ｓ

　
ｄ

ｅ

　１
'０

ｎ

ｅ

ｎ

ｔ「

　Ｖ

Ｉ
Ｉ
Ｉ「
　
Ｐ
ａ

ｒ
ｉｓ

「
　
１
９

２

８

．

（

1 5

）
　

」

ａ
ｓ

　ｐ

ｒ
ｅ
ｇ

ｕ
ｎ

ｔａ

ｓ

　
ｄ

ｅ

　
Ｍ

ｉ
ｌ
ｉ

ｎ

ｄ
ａ

「

　ｅ

ｄ

ｉ
ｔｉ

ｏ

ｎ

　
ｄ

ｅ

　
」

ｕ
ｃ

ｉ’ａ

　
Ｃ

ａ

ｒ
ｒ
ｏ

　
Ｍ

ａ

ｒｉ

ｎ
ａ

「

　ｃ
ｏ

ｌｅ
ｃ

ｉｏ

ｎ

Ｔ

ａ
ｘ

ｉ
ｌａ

「

　
Ｂ

ｉ
ｂ

ｌｉｏ

ｔ
ｈ
ｅ

ｃ
ａ

　
Ｎ

ｕ
ｅ

ｖ

ａ
「

　
Ｍ

ａ

ｄ

ｒ
ｉ
ｄ

「
　
２
０

０

２
.

但

し

こ

の

版

は

Ｂ

ｏ

ｓ
ｓ
ａ

ｒ
ｄ

版

［

１
９

２
３

］

を

基

に

し

て

い

る

と

い

う

。

（

1 6

）
　

訳

出

に

あ

た

っ

て

は

各

訳

を

参

考

に

し

た

。

（

1 7

）
　

こ

れ

も

ま

た

通

常

の

用

法

と

異

な

る

点

に

つ

い

て

は

、

Ｄ

ａ
ｖ

ｉ
ｄ
ｓ

〔
ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ

．「

ｐ

．
８
６

ｊ

お

よ

び

中

村

・

早

島

、

一

七

一

頁

を

参

照

。

Ｄ

ａ

ｖ

ｉ
ｄ

ｓ

は

＝
ｖ

ｉｎ

ｇ

　ｐ

ｒ
ｉ

ｎ
ｃ

ｉ
-

ｐ

ｉｅ

　ｗ

ｉｔ
ｈ

ｉｎ

’
　

Ｍ

ｅ

ｎ

ｄ

ｉｓ

は

Ａ

　
ｓ
ｏ

ｕ
l
　
w

ｉ
ｔ
ｈ

ｉ
ｎ

中

村

・

早

島

は

「

内

に

あ

る

個

我

」
、

Ｆ

ｉｎ

ｏ

ｔ

は

Ｆ
ａ
ｍ

ｅ

　ｑ

ｕ

ｉ
　
ｈ

ａ

ｂ

ｉ
ｔｅ

　ｅ

ｎ

　
ｎ

ｏ
ｕ

ｓ

’
　

Ｍ

ａ
ｒ

ｉｎ

ａ

は

ｅ

ｌ
　ａ

ｌｍ

ａ

　ｑ

ｕ

ｅ

　
ｈ

ａ

ｂ
ｉ
ｔ

ａ

　
ｃ

ｎ

ｎ

ｏ

ｓ
ｏ

ｔ
ｒ
ｏ

ｓ

’

三

巻

本

は

‐
1身

中

命

」

で

あ

る

。

な

お

パ

ー

リ

語

各

単

語

に

つ

い

て

は

、

ロ

ー

マ

ア

ル

フ

ァ

ベ

ッ

ト

で

示

し

た

あ

と

で

、

デ

ー

ヴ

ァ

ナ

ー

ガ

リ

に

翻

字

し

た

も

の

を

参

考

の

た

め

に

付

し

た

。

と

は

い

え

、

現

存

の

写

本

は

こ

の

文

字

で

記

さ

れ

て

は

い

な

い

点

で

、

衒

学

の

そ

し

り

は

ま

ぬ

が

れ

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

（

1 8

）

テ

キ

ス

ト

は

Ｐ

ｌａ

ｔｏ

ｎ

ｉｓ

　
Ｏ

ｐ

ｅ
ｒ
ａ

「

　
Ｄ

ｕ

ｋ
ｅ

　
Ｅ

．
Ａ

．
｢ 　ｅ

ｔ
　
a
l
ｔ
.

。
　
Ｏ

ｘ

ｆｏ

ｒ
ｄ

。
　
１
９

９
５

を

使

用

す

る

。

翻

訳

は

、

プ

ラ

ト

ン

〔

渡

辺

邦

夫

訳

〕

「

テ

ア

イ

テ

ト

ス

」

筑

摩

書

房

、

二

〇

〇

四

年

、

プ

ラ

ト

ン

〔

田

中

美

知

太

郎

訳

〕

「

テ

ア

イ

テ

ト

ス

」

岩

波

書

店

、

一

九

六

六

年

、

Ｃ

ａ

ｍ

ｐ

ｂ
ｅ

ｌｌ
。

　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ａ

ｅ
ｔ
ｅ
ｔ
ｕ

ｓ

　ｏ
ｆ

 Ｐ

ｌａ

ｔ
ｏ
｢
　Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ
「

　
１
８

６

１

’
　

Ｂ

ｕ

ヨ

・

ｙ

ｅ

ａ

ｔ
。 　

Ｍ

．「

　
Ｔ

ｈ

ｅ

　
Ｔ

ｈ
ｅ
ａ

ｅ

ｔｅ

ｔ
ｕ
ｓ

　ｏ
ｆ

 Ｐ

ｌａ

ｔｏ

。
　ｔ
ｒ
ａ

ｎ

ｓ

ｌａ

ｔｅ

ｄ

　
」

ｅ

ｖ
ｅ

ｔ
ｔ「

　
Ｈ

ａ

ｃ

ｋ
ｅ

ｔ
ｔ

。
　
１
９

９

０

の

、

と

り

わ

け

五

二

―

六

五

頁

を

参

照

し

た

。

こ

の

咨

の

Ｉｎ

ｔｒ
ｏ

ｄ
ｕ

ｃ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

の

一

部

は

以

下

の

文

献

を

土

台

と

し

て

成

立

し

て

い

る

。

Ｍ

・

Ｆ

・

バ

ー

ニ

ェ

ト

〔

加

藤

信

朗

・

神

崎

繁

訳

、

以

下

パ

ー

ニ

ェ

ト

と

す

る

〕

「

プ

ラ

ト

ン

に

お

け

る

知

覚

の

文

法

」

〔

「

思

想

」
　

一

九

八

二

年

四

月

ｘ

ｏ

・
宕

あ

〕
、

七

五

―

一

匸

一

頁

で

あ

る

。

こ

れ

も

参

照

し

た

。

（

1 9

）
　

古

註

を

参

照

〔

Ｓ
ｃ

ｈ
ｏ

ｌ
ｉａ

　
Ｐ

ｌａ

ｔｏ

ｎ

ｔ
ｃ
ａ

「

　
ｅ

ｄ

ｉ
ｔｅ

ｄ

．　
Ｇ

ｒ
ｅ
ｅ

ｎ
ｅ

「

Ｗ

． Ｃ

．「
　
Ｈ

ａ

ｖ
ｅ

ｒ
ｆｏ

ｒ
ｄ

「

Ｐ
ｅ

ｎ

ｎ

ｓ
ｙ

ｌｖ

ａ

ｎ

ｉａ

：
　
Ａ

ｍ

ｅ
ｒ

ｉｃ
ａ
ｎ

　
Ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｌｏ

ｇ

ｉｃ
ａ

ｌ
　
Ａ

ｓ
ｓ
ｏ

ｃ

ｉａ

ｔ
ｉｏ

ｎ
［

　
１
９
３

８

］

°

さ

ら

に

そ

こ

へ

の

参

照

指

示

を

し

て

い

る

バ

ー

ニ

ェ

ト

〔

ｏ
ｐ

．　
ｃ

ｉｔ
．
( 　
ｐ

．
７
９

）

と

註

８

を

参

照

。

（

2 0

）
　

バ

ー

ニ

ェ

ト

は

〔
ｏ
ｐ

．
　
ｔｉ

ｔ
．［
　
ｐ
.
 １
０

１

］

「

具

象

的

な

連

想

を

と

も

な

」

わ

な

い

よ

う

に

「

装

置

ｅ

ｑ

ｕ

ｉｐ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
 Ｊ

と

訳

し

た

が

、

こ

こ

で

は

使

用

者

と

そ

れ

が

用

い

る

も

の

と

の

分

離

を

強

調

す

る

た

め

に

こ

う

し

た

。

（

2
1

）
　

複

数

の

領

域

に

わ

た

っ

て

い

る

感

覚

対

象

の

再

統

合

と

い

う

統

覚

的

な

場

合

も

あ

る

だ

ろ

う

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

前

掲

「

テ

ア

イ

テ

ト

ス

」

（

渡

辺

訳

）

二

四

〇

頁

の

註
7
4

を

参

照

。

（

９ ９
一

）
　

ｉｂ

ｉ
ｄ
.「

　
１
８

６
ａ

８

．

（

2 3

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.「

　
１
８

６
ｂ

８
-
９

．

（

2 4

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

．「

　
１
８
６
ａ

１
０
-
ｂ

ｌ
.

眼

前

の

も

の

の

共

時

的

比

較

や

、

統

覚

的

な

場

合

の

ほ

か

に

、

通

時

的

に

対

象

に

関

わ

る

と

い

う

観

点

か

ら

も

「

一

つ

」

と

さ

れ

る

。
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（
2
5

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

「

　
１
８

６
ｃ

２
-
３

．

（
2
6

）
　

１
８

６

ｄ
３

で

は

存

在

や

真

理

と

い

う

「

知

識

」

は

、

そ

こ

に

存

す

る

と

さ

れ

る

。

（
2
7

）
　

Ｔ
-
ｐ
.

５
４

．
１
９

．

（
2
8

）
　

「

智

慧

」

と

「

識

別

作

用

」

と

い

う

二

方

向

で

の

知

的

能

力

の

理

解

は

、

中

期

プ

ラ

ト

ン

主

義

者

ア

ル

キ

ノ

オ

ス

「

プ

ラ

ト

ン

哲

学

提

要

」

４

． ３
.

１
-
４

以

下

を

思

い

出

さ

せ

る

。

（
2
9

）
　

中

村

・

早

島

と

同

様

に

訳

し

た

。

漢

訳

で

は

そ

れ

ぞ

れ

「

人

神

」

「

智

」
、

「

生

き

も

の

に

お

け

る

生

命

原

理

」

は

「

自

然

」

。

水

野

は

「

神

」

を

「

識

」

、
「

自

然

」

を

「

命

」

と

補

っ

た

上

で

（

ｏ
ｐ
.

　
ｃ

ｉ
ｔ

ｐ

．
２

８

）

’

こ

れ

を

漢

訳

が

東

晋

以

前

と

い

う

主

張

の

根

拠

と

す

る

〔

ｏ
ｐ

．
　ｃ

ｉ
ｔ

．
[　ｐ

ｐ

．
３

１
-
３

４

］

°

（
3
0

）

Ｒ
ｙ
l
e
｢

　
Ｇ

．
｢ 　

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｃ
ｏ

ｎ

ｃ
ｅ
ｐ

ｔ
　ｏ
ｆ

 Ｍ

ｉ
ｎ

ｄ
「

　
」
ｏ
ｎ

ｄ
ｏ

ｎ
｢

 １
９

４

９
｢
　
ｐ

ｐ
.
 １
７
-
２

５

．
　
４
-１

だ

し

、

怡

廻

の

問

題

を

主

張

す

る

限

り

で

は

、

こ

れ

は

ナ

ー

ガ

セ

ー

ナ

に

も

関

わ

ろ

う

。

（
3
1

）
　

Ｔ
-
ｐ

．
５
７
.
４
-

６

０

．
２

を

参

照

。

さ

ら

に

こ

の

よ

う

な

説

明

に

つ

い

て

は

宮

元

を

参

照

［

ｏ
ｐ

．
　ｃ

ｉ
ｔ

ｐ

ｐ
.

 １
２

４
-

１
２

９

］
°

（
3
2

）
　

ヴ

ェ

ー

ダ

ン

タ

に

つ

い

て

は

、

中

村

元

「

仏

教

学

者

バ

ヴ

ィ

ヤ

の

伝

え

る

ヴ

ェ

ー

ダ

ン

タ

哲

学

」

〔
「

哲

学

雑

誌

」

第

六

九

九

号

、

昭

和

二

三

年

四

月

、

一

－

六

五

頁

、

哲

学

会

編

、

岩

波

書

店

〕
、

一

八

頁

を

参

照

。

ヴ

ァ

イ

シ

ェ

ー

シ

カ

学

派

〔

勝

論

〕

に

つ

い

て

は

、

カ

ナ

ー

ダ

の

「

ヴ

ァ

イ

シ

ェ

ー

シ

カ

ス

ー

ト

ラ

」

が

失

わ

れ

、

五

世

紀

後

半

の

プ

ラ

シ

ャ

ス

タ

パ

ー

ダ

の

「

パ

ダ

ー

ル

ダ

ル

マ

サ

ン

ン

グ

ラ

「

」

に

基

づ

く

し

か

な

い

も

の

の

、

議

論

の

骨

子

は

理

解

さ

れ

る

。

金

倉

円

照

「

イ

ン

ド

哲

学

の

自

我

思

想

」

大

蔵

出

版

社

、

一

九

七

四

年

、

一

五

〇

－

一

五

三

頁

、

或

い

は

同

「

イ

ン

ド

の

自

然

哲

学

」

平

楽

寺

書

店

、

一

九

七

一

年

、

匸

一

五

－

匸

一

七

頁

を

参

照

。

本

作

品

の

成

立

過

程

は

重

層

的

で

、

そ

の

た

め

箇

所

に

よ

っ

て

は

後

代

の

彼

ら

の

影

響

も

反

映

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

論

者

は

考

え

る

。

（
3
3

）
　

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

中

村

元

「

イ

ン

ド

と

ギ

リ

シ

ア

の

思

想

交

流

」

春

秋

社

、

一

九

六

八

年

、

八

八

頁

を

参

照

。

な

お

本

稿

の

も

と

と

な

っ

た

発

表

に

際

し

て

は

、

東

京

大

学

の

丸

井

浩

先

生

、

武

職

野

大

学

の

佐

藤

裕

之

先

生

、

神

奈

川

大

学

の

宮

嶋

俊

一

先

生

を

は

じ

め

、

多

く

の

方

に

ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（

か

な

ざ
わ
・
お

さ
む
、

ギ
リ

シ
ア

ー
ロ

ー

マ
の
哲
学
、

東
京
学

芸
大

学
非

常
勤

講
師
）

117　1　「ヴェーダグ ー」とトロ イの木馬


