
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　for 　Religious 　Studies

「宗教研 究』86巻 4 輯 （2013年）第 1部会

　

む
し
ろ

、

イ
ン

タ

ビ

ュ

ー

を
重
ね

る

う
え
で

よ
り
重

要
に

思
わ
れ
て

き

た
の

は
、

ラ

イ
フ

ヒ

ス

ト
リ

！

の

「

記
録
」

の

側
面
よ
り
も

「

ス

ト
〜

リ

ー
」

（

語

り
）

と

し
て

の

側
面
で

あ
る

。

そ
れ
は
し

ば

し
ば

ラ

イ

フ

ヒ

ス

ト

リ
ー

と

区

別
さ
れ

て
ラ

イ

フ

ス

ト
ー

リ
ー

と

呼
ば

れ
る
こ

と

も

あ
る

が
、

こ

の

概
念
の

重

要
な
点
は

、

ラ

イ
フ

ス

ト
ー

リ

ー

を

単
に

語
り
手
の

語
り
と
す
る

の

で

は
な

く
、

語
り
手
と

聞
き

手
（

イ
ン

タ
ビ

ュ

ア

ー
）

と

の

「

共
同
制
作
」

と

捉
え
る

点
で

あ
る

。

そ
の

時
、

聞
き

手
は

、

イ
ン

タ

ビ
ュ

ー

と
い

う
相
互

行
為
を

通
し
て

語

り
手
に

よ
る

〈

物
語
世

界
〉

の

構

築
に
主
体
的
に

関
与
す
る

存
在
と
な

る
。

桜
井
厚
も
い

う
よ

う
に

、

一

つ

の

ス

ト
ー

リ
ー

と

し
て

語
ら
れ

る

過

去
の

経
験
は

「

あ
の

と
き
・

あ
そ

こ
」

の

物
語
（
物
語
世

界
）

で

あ
る

が
、

語
り
は
「

い

ま
・

こ

こ
」

で

聞

き
手
と

の

相
互

行
為
（
物
語
行
為
）

の

結
果
と
し
て

成
立

す
る

も
の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

見
方
を

桜
井
は

「

対

話
的
構
築
主

義
ア

プ
ロ

ー

チ
」

と

名
付

け
て

い

る

が
、

こ

の

ア

プ
ロ

ー
チ

に

従
え
ば

、

「

語
る
」

と
い

う
行

為
は
、

単
に

過

去
の

出

来
事
や

経
験
が

何
で

あ
っ

た
か
を
述
べ

る

だ
け
で

な
く、

そ
の

「

語

り
」

に

共
に

参
画

す
る

こ

と
を
通

し
て
、

「

い

ま
・

こ

こ
」

を
語
り
手
と

イ
ン

タ

ビ

ュ

ア

ー

の

双
方
の

「

主
体
」

が
生

き
る

こ

と

と

な
る

の

で

あ
る

。

　
ホ

ー

ム

レ

ス

の

支
援

活
動
し

て

い

る

宗
教
者
た
ち
は

、

彼
ら
に

寄
り

添

い

な
が
ら
支
援
し
て

い

る

が
、

単
に

寄

り
添
っ

て

い

る
だ

け
で

は

な
い

。

彼
ら
の

声

に
な

ら

な
い

叫
び

に

耳
を

傾
け

、

そ
れ
に

〈

声
〉

を

与
え
る

（
あ
る

い

は

少
な

く
と

も
声
を

発
す
る

き
っ

か

け
を
提
供
す
る

）

。

彼
ら
に

寄
り
添
い

な
が
ら
体
験
を
語
ら
せ
、

そ
れ

を
共

有
す
る

。

語
る

と
い

う
行

為
を

通
じ
て

人
々

は、

自
己
（
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ
）

を

再
び

獲
得
し
、

自
尊
心
を
取
り

戻
し、

生

き
る

希
望
を

見
出

す
。

別
の

言
い

方
を
す
れ
ば、

支
援
活
動
に

従
事

す
る

宗
教
者
た

ち
は
、

そ
の

活
動
を

通
じ

て
、

ホ

ー

ム

レ

ス

た
ち
の

声
な
き

声
を

語
っ

て

い

る
と

も
い

え
よ

う
。

イ

ン

タ
ビ

ュ

ア

ー

で

あ
る

私
た
ち

研
究
者
は
、

そ
の

〈

声
〉

に

耳
を
傾
け
る
責
任
が

あ
る

。

　

同
時
に、

「

無
縁
社

会
」

に

お

け
る

宗
教
の

ソ

ー

シ

ャ

ル
・

キ

ャ

ピ

タ

ル

と
し

て

の

可
能

性
を

探
求
す
る

と
い

う
点
で

は
、

実
は

実
践
者
た
ち
と

同
じ

目
的
意

識
を

共
有
し
て

い

る

我
々

と

し
て

も、

研
究
者
と
し
て

の

在

り
よ

う
を
常
に

リ

フ

レ

ク

シ

ブ

（

再
帰
的
／
反
省
的）

に

問
い

返
し

な

が

ら
、

宗
教
の

社
会

活
動
に

い

か

な

る

形
で

「

貢
献
」

で

き
る

か
、

と

自
問

す
る

視
座
を

持
ち

続
け
る

べ

き
で

は

な
か

ろ
う
か

。

ポ
ル

ピ
ュ

リ

オ

ス

『一
一
ユ

ン

ペ

ー

の

洞
窟
』

に

お

け

る

神
話
解
釈

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

小
野
　
隆
一

　

本
発
表
の

目

的
は

、

新
プ
ラ

ト
ン

主

義
思
想
家
ポ

ル

ピ

ュ

リ

オ
ス

が
、

そ

の

著
作
『

ニ

ュ

ン

ペ

ー

の

洞
窟
』

に

お

い

て

い

か

な
る

神
話
解
釈
を

行

っ

て

い

る

か

明
ら
か

に

す
る

こ

と
で

あ
る

。

　
こ

の

『

ニ

ュ

ン

ペ

ー

の

洞
窟
』

は
、

ホ

メ

ロ

ス

作
の

叙
事
詩

『

オ

デ
ュ

ッ

セ

イ
ア
』

に

お
い

て

語
ら
れ

て
い

る

ニ

ュ

ン

ペ

i
（
山
川

草
木
に

宿

る
、

美
し

い

女
性
の

姿
を
し
た

妖
精
の

こ

と
）

に
捧
げ
ら

れ

た
聖

域
で

あ

る

洞
窟
の

謎
め

い

た

描
写
の

ひ

と
つ

ひ

と
つ

を
、

著
者
ポ
ル

ピ

ュ

リ

オ
ス

が

解
釈
し

て

い

く
と
い

う
作
品
で

あ
る

。

　

本
発

表
で

は
、

『

ニ

ュ

ン

ペ

ー

の

洞

窟
』

の

内
容
を

概
観
す
る

こ

と

を

通
じ
て

、

ポ
ル

ピ

ュ

リ

オ

ス

の

神
話
解
釈
が

い

か
な
る

も
の

で

あ
っ

た

か

を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

を
試
み

た
い

。

　

ま
ず、

ポ
ル

ピ

ュ

リ

オ

ス

は
、

洞
窟
そ

の

も
の

の

意
味
す
る

と
こ

ろ

を

解
明
し
よ

う
と

す
る

。

彼
は
、

洞
窟
も
世
界
も
自
ず
か

ら

生
じ
た

も
の

で
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あ
る

と
い

う
点
か

ら
、

洞
窟
は

世

界
の

象
徴
で

あ
る

と

考
え
た
。

ま
た
、

洞

窟
を

取
り
囲
む

岩
や

石
の

堅
固

さ

は
、

形
相
に

規
定
さ
れ

た

質
料
に

通

じ
る

た

め
、

洞
窟
は

質
料
に

密
接
に

関
係
す
る

も
の

で

あ
る

と

も
彼
は

考

え
る

D

　

次
に

、

彼
は

水
を
司
る

ニ

ュ

ン

ペ

ー

の

ナ

ー

イ
ア

ス

は
、

魂
の

象
徴
で

あ
る

と
し

た
。

な
ぜ

な
ら

水
は

生

命
に

欠
か

す
こ

と
の

で

き
な
い

も
の

で

あ
る

か

ら

で

あ
る

。

　
さ
ら

に

彼
は
、

洞
窟
内
に

置
か

れ

た

様
々

な

物
品
の

示
す
こ

と
を

明
ら

か
に

し
よ

う
と

す
る

。

ま
ず、

石

で

で

き
た

混
酒
器
や

甕
で

あ
る

が
、

こ

れ
は

石
の

問
か

ら
湧
き

出
る

水
を

表
す
と

彼
は

考
え
た

。

次
に

石
の

機
と

海
紫
の

布
は

そ
れ
ぞ

れ

骨
と

肉
で

あ
る

と
い

う
。

な
ぜ

な
ら

石
は

骨
に

類

似
し、

海
紫
の

布
は

貝
の

分
泌
物
で

染
め
ら

れ

る

か
ら
で

あ
る
。

そ
し

て
、

蜂
蜜
に
つ

い

て

は
、

神
酒
ネ
ク

タ

ル

と

同
一

視
さ

れ
る

こ

と
か

ら
、

魂
を

誕
生
へ

と

向
か

わ

し
め
る

快

楽
の

象
徴
で

あ
る

と
し
た

。

　

次
に、

北
と

南
に

向
い

た

洞
窟
の

二

つ

の

出

入
口

で

あ
る

が
、

ポ

ル

ピ

ュ

リ
オ
ス

は

か

に
座
と

や
ぎ
座．
に

あ
る

天

の

門
を
通

り
魂
が

下

降
・

上

昇

す
る

と

い

う
説
に
よ

り
、

こ

れ

を

説
明

し
た

。

か

に

座
は

北
に
、

や

ぎ

座

は

南
に

あ
る

星
座
で

あ
る

か
ら

で

あ
る

。

　

最
後
に
、

洞
窟
の

そ

ば
に

生
え
た

オ

リ
ー

ブ
の

樹
に

つ

い

て

は
、

世

界

を

秩
序
に

し
た

が
い

形
成
し
た

神
々

の

思
慮
の

象
徴
で

あ
る

と

彼
は

考
え

た
。

な
ぜ

な
ら
、

オ

リ

ー

ブ

は

洞

窟
の

あ
る

入

り
江
の

先
端

、

す
な

わ

ち

頭
に

位
置
す
る

か
ら

で

あ
り、

さ

ら

に

オ

リ

ー

ブ

は

知
恵
の

女

神
ア

テ

ー

ナ
ー

の

聖
木
だ

か
ら

で

あ
る
。

　

以
上

よ

り、

ポ
ル

ピ

ュ

リ
オ

ス

は
ニ

ュ

ン

ペ

ー

の

洞
窟
を

、

世
界

、

質

料
と

形
相、

魂
の

上

昇
と

下
降
と
い

っ

た

も
の

の

象
徴
で

あ
る

と

解
釈
し

て

い

た
こ

と

が

明
ら
か
と

な
っ

た
。

ま
た
、

彼
は

解
釈
を

行
う
に

際
し

て
、

プ
ラ

ト
ン

の

み

な
ら
ず、

ピ
ュ

タ

ゴ

ラ

ス
、

エ

ン

ペ

ド

ク
レ

ス
、

ヘ

ラ

ク

レ

イ
ト
ス

や
、

彼
の

同
時
代
人
で

あ
る

ヌ

メ

ニ

オ

ス
、

ク
ロ

ニ

オ
ス

な
ど
、

多
数
の

哲
学
者
の

意
見
を

取
り
入
れ

、

さ
ら
に

は

ゾ

ロ

ア

ス

タ
i

教
、

ロ

ー

マ

や

エ

ジ

プ

ト
の

宗
教

、

は

て

は

聖

書
ま
で

そ
の

典

拠
と
し、

地
理

学
、

博
物
学、

語
源
学、

天

文
学
な
ど
あ
ら
ゆ

る

学
問
の

知
識
を
動

員
し
て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
神
話
解
釈
の

形
式
は

、

ポ

ル

ピ
ュ

リ
オ
ス

以

前
に

は

類
を

見
な
い
、

特
筆
に

値
す
る

も
の

で

あ
る
。

　

ま
た

、

す
べ

て

の

解

釈
を

終
え
た

後
で
、

最
後
に

ポ
ル

ピ
ユ

リ

オ

ス

は
、

ホ

メ

ロ

ス

は

何
ら

か
の

真
理
を

基
に

し

て
、

そ

れ

を
ほ

の

め
か
す
た

め

に

こ

れ

ら
の

描
写
を

行
っ

た

の

だ
と
述
べ

て

い

る

が、

こ

こ

に

彼
の

神

話
解
釈
へ

の

態
度
が
如
実
に

表
れ

て

い

る
。

　

す
な

わ
ち
、

ポ

ル

ピ
ュ

リ
オ

ス

は

神
話
を

、

真
実
を
語
る

た
め
の

表
現

形
式
の
一

種
で

あ
る

と

考
え
て

い

た
。

こ

の

著

作
に

は
、

神
話
を
単
な
る

作
り
話
と

考
え
た

り、

歴
史
的
事
実
の

隠

喩
と

考
え
る

者
が
い

た
こ

と

も

記
さ
れ

て

い

る
。

し
か

し
ポ

ル

ピ
ュ

7ー

オ

ス

は

そ
の

よ

う
に

は

考
え
な
か

っ

た
。

彼
は
、

神
話
を

何
ら

か

の

真
理

を

象
徴

す
る

も
の

と

し
て、

哲
学

的
に

解
釈
す
る

べ

き
で

あ
る

と

考
え
た

の

で

あ
る

。

プ
ロ

ク

ロ

ス

に

お

け
る

「

神
に

似
る

こ

と
」

の

問
題

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

±

井
　
裕
人

　

プ
ラ

ト
ン

『

テ

ィ

マ

イ
オ

ス
』

に

お

け
る

「

神
に

似
る
こ

と
」

に
つ

い

て

は
、

西
洋
古
代
哲
学
の

末
期
に

位
置
す
る

五

世
紀
の

新
プ
ラ

ト
ン

主
義

者
プ
ロ

ク

ロ

ス

の

『

テ

ィ

マ

イ

オ

ス

註
解
』

で

ど
の

よ

う
に

言

及
・

解
釈

さ
れ
て

い

る

か

を

検
討
す
る

こ

と
で、

古

代
の

宗
教
思
想
か
ら

中
世
な
ど
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