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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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へ

の

影
響
を

考
察
す
る

こ

と

が
で

き
よ

う．、

プ
ラ

ト
ン

に

お

け
る

「

神
に

似
る
こ

と
」

は

語
と

し
て

は

『

テ

ア

イ
テ

ト
ス
』

に

登
場
す
る

も
の

の
、

そ
の

具
体

的
な

様
相
は

宇
宙
論
と

し
て

知
ら
れ
る

『

テ

ィ

マ

イ

オ

ス
』

に

見
出

す
こ

と
が
で

き
る

。

こ

れ
は、

円

環
動
と
し
て

あ
ら
わ

さ
れ

る

宇
宙

の

魂
の

思

考
を

模
倣
す
る
こ

と
で、

人

間
の

魂
を
出
生
時
に

も
た

ら

さ

れ

た
混
乱
か
ら

本
然
の

あ
り
方
に

恢
復
さ
せ

る

こ

と
で

あ
っ

た
。

　
こ

の

「

神
に

似
る

こ

と
」

を
検
討
す
る

手
が
か
り
と
な
る

の

が

オ

ケ

ー

マ
、

す
な
わ
ち
（
魂
の
）

乗
り
物
と

い

う
概
念
で

あ
り

、

プ

ラ

ト
ン

に

お

い

て

そ
れ

単
独
と

し
て

は
重
要
な

概
念
で

は

な
か
っ

た
が、

新
プ

ラ

ト
ン

主

義
に

お
い

て

は

三

〜
四
世
紀
の

イ
ア

ン

ブ

リ

コ

ス

あ
た
り
か
ら
重
要
度

が
増

大
し

、

宗
教
思
想
と
い

う
観

点
か
ら

着
目

さ
れ

る
。

プ
ロ

ク

ロ

ス

に

よ
れ
ば

、

類
似
し

な
い

不
連
続
な
も
の

は

相
互
に

影
響
を

及
ぼ
せ

な
い

た

め
、

上
位

者
は

何
ら

か
の

類
似
し
た
中

間
者
に

よ
っ

て

下

位
の

物
体
な
い

し

身
体
ま
で

接
続
さ

れ
る

必

要
が

あ
り
、

そ
の

際
に

オ

ケ
ー

マ

が
要
請
さ

れ
る
の

で

あ
る

。

こ

れ
は
魂
と
類
比
的
で

あ
っ

て

魂
を

乗
せ
て

知
性
界
と

生
成

界
を
上
下

し
、

降
下

に

際
し
て

も
上

昇
・

還
帰
に

際
し

て

も、

人
間

よ

り
上
位
の

存
在
を

模
倣
す
る

。

こ

こ

で

特
徴
的
な

の

は
、

魂
の

上
昇
に

つ

い

て

気

息
的
オ
ケ

ー

マ

を

含
め
た

後
天
的
な

付
与
物
の

除
去
が

主
張
さ

れ
る
に

当
た

り、

プ
ラ

ト
ン

的
な

愛
智
の

生
に

対
す
る

密
儀
的

完
成
の

優

位
が
述
べ

ら

れ

る

こ

と
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に
、

プ

ロ

ク

ロ

ス

の

「

神
に

似
る

こ

と
」

に

お
い

て

は
、

模
倣

や
似

る
こ

と
と
い

う
テ

ー

マ

が

深
く

関

わ
っ

て

い

る

と
と
も
に

、

哲
学
的

要
素
だ

け
で

な
く
密
儀
宗
教
的
要
素
も

重

視
さ

れ
て

い

る
が

、

こ

れ
は

プ
ラ

ト

ン

の

テ

ク
ス

ト

の

み

か

ら

直
接
に

は

導
か

れ

ず、

新
プ
ラ

ト
ン

主

義
的
解
釈
を
踏
ま
え

た

プ
ロ

ク

ロ

ス

の

主

張
と

言
え
る

。

　

以
上

を
前
提
に

プ

ロ

ク

ロ

ス

に
お

け
る
「

神
に

似
る

こ

と
」

の

様
相
を

検
討
す
る
と
、

彼
は

『

テ

ィ

マ

イ
オ

ス
』

最
終
盤
を
参
照
し
、

常
に

幸
福

な
宇
宙
・

万
有
に

似
る

こ

と

で
、

人
間
自
身
も
そ
の

原
因
の

側
へ

と

導
き

上

げ
ら
れ
幸
福
な
者
に

な
る

と

す
る

。

こ

の

具
体
的
考
察
に

は
、

模
倣
や

似
る
こ

と
を
念
頭
に

「

祈
り

」

と

い

う
論

点
を

導
入
す
る
こ

と

が
有
効
と

な
ろ

う
。

『
テ

ィ

マ

イ
オ
ス
』

に

お
い

て、

祈
り
は

序
論
が

終
わ

り、

宇

宙

論
の

本
論
に

入
る

際
に

行
わ

れ
る

。

現

代
で

は

ま
ず
内
容
に

興
味
を

持

た

れ
な
い

箇

所
で

あ
る
が
、

序
論
も

含
め
た
全
て

の

語

句
に

意

味
を
読
み

取
ろ

う
と
す
る

プ

ロ

ク
ロ

ス

は
、

人
間
は

宇
宙
・

万
有
の
一

部
で

あ
る

の

で

そ
れ

に

対
し

て

祈
る
の

が
ふ

さ
わ
し
く

、

全

体
へ

の

還
帰
が

救
済
を

も

た
ら

す
と

し
た

上

で
、

「

祈
り
は

か
の

者
た

ち
に

祈
る

者
ど

も
を、

彼
ら

が

祈
る

対
象
の

者
た
ち
に

結
び

つ

け
…

…
」

と
、

上

位
の

存
在
に

人

間
を

結
ぶ

と
い

う
祈
り
の

役
割
を

語
る

。

と
り
わ

け
注
目

さ

れ
る

の

が
、

完
全

で

真
な
る

祈
り
が

導
か
れ
る

諸
段
階
に

つ

い

て
、

 
神
的
な
殺

階
全
て

の

知
識
 
神
的
な

も
の

に

対
す
る

類
似
を
通
じ

た

親
近

性
 
神
的

諸
実
体
に

魂
の

最
上

部
で

触
れ

る

接
触
 
神
々

と
の

よ

り
偉
大
な

共
同
を

与
え
る

接

近
 
魂
の

統
一

を

神
々

の

統
一

そ

の

も
の

に

う
ち
立
て

る

合
一

、

と
い

う

順
で

挙
げ
ら

れ
る

こ

と
で

あ
る

。

す
な
わ

ち、

人

間
は

類
似
（
似
る

こ

と
）

を
経
て

真
の

祈
り
の

頂
点
と
し
て

の

合
一

へ

至
る

の

で

あ
り、

祈
り

と

い

う
「

宗
教
的

実
践
」

の

テ

ー

マ

に
お

い

て

類
似
と

合
一

が

段
階
と

し

て

位
置
づ

け
ら
れ

る

と

も
言
え
る

。

　

こ

の

よ

う
に、

プ

ロ

ク
ロ

ス

に

お
け
る

「

神
に
似
る

こ

と
」

に

は
哲
学

的

解
釈
の

深

化
と

宗
教

的
要

素
の

具
体
化
の

両

側
面
が

見
い

だ

さ
れ

る

が
、

こ

れ
を
哲
学
が
迷
信
的
な
宗
教
に
堕
し
て

い

く
落
日
の

過

程
と
見
る

か
、

哲
学
と

宗
教
が
融
合
し
た
あ
る

種
の

思
想
が
い

わ

ば
創
造
さ
れ
ゆ

く
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過

程
と
見
る

か
、

お

そ

ら
く
評
価
は

分
か

れ

る

と
思
わ
れ
る

。

し
か
し

、

彼
に

お

い

て

そ

れ
ら

両
側
面
は

分
離
し

て

い

る

の

で

は

な

く、

表
裏
一

体

の

も
の

と

捉
え

ら
れ

る
こ

と

は

注
目
さ

れ
て

よ

い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

宗
教
伝
統
の

倫

理
的
意

義
を
め

ぐ
る
一

考
察

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

飯
田

　
篤
司

　

現
代
の

倫
理

混
乱
の

中
、

世
俗

化
の

中
で

逓
減
し
つ

つ

あ
っ

た

宗
教
伝

統
を
は

じ
め

と

す
る

伝

統
的
価
値

観
や

共
同
体
の

意
義
が

改
め
て

問
わ
れ

て

い

る
。

例
え
ば

エ

ン

ゲ
ル
ハ

ー

ト
の

「

迷
走
」

に
も
見
る

こ

と
が

で

き

る

よ

う
に、

生

命
倫
理

問
題
に

お
い

て

は、
「

自
律
」

と

「

社
会
的
合
意
」

を
め
ぐ
る
相
克
は
、

一

つ

の

主
要
な
問
題
系
を

な
し
て

い

る
。

倫
理
学

説

史
的
に

は
、

こ

れ
は
近

代
に

お
け
る

リ
ベ

ラ

リ

ズ

ム
・

リ
バ

タ
リ

ア
ニ

ズ

ム

の

台
頭
と
、

そ
れ
へ

の

ア

ン

チ
テ

ー

ゼ

と

し

て

の

共
同
体
論
の

展
開
と

し
て

描
か
れ

る
。

宗
教
は
本

来
、

「

自
己

決
定
の

原
理
」

と
し

て

も、
「

社

会
的
合
意
へ

の

背
景
・

地
平
」

と

し
て

も
機
能
す
る

も
の

で

は

あ
る

が、

混
乱
の

中
に

「

指
針
」

を
指
し
示
し
う
る

希
望
と
し

て
、

宗
教
伝
統
の

現

代
的
意
義
も

語
ら

れ
て

い

る
。

た
だ
し

、

共
同

体
論
に

つ

い

て

は
、

共
同

体
自
体
が

多
義
的
で

歴
史
的
に

も
変
容
し

て

お

り
、

そ
の

「

共
同
体
」

の

輪
郭
の

不
明
瞭
で

あ
る

こ

と

の

み
な

ら

ず
、

そ
れ

が

「

暴
力
」

へ

と

転
化

す
る

権
力
論
的
視
座
が

欠
如
し
て

い

る

と
い

っ

た
問
題
が

付
き
ま
と

う
。

さ
ら

に

は

共
同
体
論
の

構
想
に
お
い

て

は
、

共

同
体
の

外
部
ヘ

グ

ロ

ー

バ

ル

化
社
会
の

中
で

の

そ

の

意
義
は

問
わ
れ
よ
う

。

宗
教

伝
統
の

意
義
を

論

ず
る

に

際
し
て

も
、

こ

う
し
た
問
い

は

不
可
避
で

あ
ろ

う
。

　
こ

う
し
た

問
題

意
識

を
踏
ま
え
つ

つ
、

宗
教
伝
統
の

意
義
を

再
評
価
す

る

試
み
と
し

て
、

ジ

ャ

ン

ニ

・

ヴ

ァ

ッ

テ

ィ

モ

の
「

宗
教
の

／
へ

の

回
帰
」

論
を
挙
げ
る

こ

と

が
で

き
よ
う

。

い

わ

ゆ

る

ポ

ス

ト
モ

ダ
ニ

ズ

ム

の

系
譜

に

属
す
る

ヴ

ァ

ッ

テ
ィ

モ

が
提
唱
す
る

「

弱
い

思

考
」

は、

解
釈
学
の

帰

趨
と

し
て

描
か
れ

、

「

す
べ

て

は

解
釈
に

ほ

か
な
ら
な
い
」

と
い

う
解

釈

一

元
論
を
透

徹
す
る

。

そ
れ
は

ニ

ー

チ
ェ

、

ハ

イ
デ
ガ

ー
の

形

而
上

学
批

判
を

受
け
て
、

絶
対
的
な
起
源
や

基

礎
づ

け
を

求
め

る

「

強
い
」

思

考
の

暴
力
性
を
批

判
せ
ん

と

す
る

倫
理

的
関
心
に

貫
か
れ
た
も
の

で

あ
る

。

ヴ

ァ

ッ

テ

ィ

モ

は

そ
の

受
肉
概
念
や

ケ
ノ

ー

シ

ス

概
念
の

解
釈
か
ら、

キ
リ

ス

ト

教
は
そ
の

当

初
か

ら
「

神
が

現
前
し
な
い
」

と
い

う
「

隔
た

り
」

を

内
包
し
て

お

り
、

む
し
ろ

キ

リ
ス

ト
教
史
を

辿
り

つ

き
得
ぬ

解
釈
の

歩
み

と

し
て、

本

質
的
な

偶
然
性
に

浸
食
さ
れ
た

不
断
の

自
己
創
造
と

し
て

見

な
さ
れ
る

。

そ
し
て

「

神
が

身
を
下
げ
る
」

と
い

う
ケ
ノ

ー

シ

ス

が

意
味

す
る
「

弱
さ
」

の

中
に

、

自
己
の

「

弱
い

思

考
」

と
の

本
質
的
な
同
一

性

を

見
て

と
り、

そ
の

非

暴
力
的
な
他
者
に

対
す
る

愛
の

教
説
に

今
日
的
な

意
義
を

置
い

て

い

く
．

こ

う
し

た
キ
リ
ス

ト
教

伝
統
の

理
解
は

倫
理
的
関

心

に
貫
か
れ
た
も
の

で

は

あ
る

が、

そ
こ

で

は
も
は
や

宗
教

的
伝
統
は

絶

対
的
な

指
針
を
指
し
示

す
基
盤
と
し
て

で

は

な
く

、

む
し
ろ

「

科
学
／

宗

教
」

と
い

っ

た

対
立
図

式
、

引
い

て

は

宗
教
の

「

真
理
」

自

体
を

溶
解
し

つ

つ
、

他
者
へ

の

開
放
性
を
可
能
と

す
る

地
平
と

し
て

宗
教
伝
統
に

光
を

当
て

る

も
の

で

あ
る

。

そ
れ
ゆ

え
単
な
る

復
古
的
な
伝
統
回
帰
は、

現

実

の

被
投
性
を

忘
却
す
る

反
動
主

義
と
し

て

斥
け
ら

れ
る

こ

と

と
も
な
る

。

　
こ

う
し
た

本
質
的
に

流
動
的
相
に

お

け
る

宗
教
伝
統
の

理
解
に
は

、

当

然
そ

の

妥
当
性
に

疑
義
も

寄
せ

ら
れ

よ

う
。

例
え
ば

実
際、
「

弱
い

思
考
／

強
い

思

考
」

と
い

う
区
分
さ
え

も
形
而
上

学
的
な
二

元
論
へ

と

転
化
し、

「

弱
い

思

考
」

は

「

基
準
」

と

し

て

機
能
す
る

の

で

は
と
の

批
判
が

な

さ
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