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ろ

ジ
ェ

イ

ム

ズ
が

主

張
し
た
こ

と
は
、

個
入
が
生

き
る

世
界
は

常
に

動
的

で

あ
る
と

い

う
こ

と

で

あ
り、

そ
れ
は

世
界
の

断
面
を

切
り
出
し
て

静
的

な
世

界
観
に

回
収
す
る

よ

う
な
］

九
世
紀
的
科
学
に

対

す
る
徹
底
し
た

批

判
だ
っ

た
と
い

う
こ

と
に

な
る

だ

ろ

う
。

「

信
」

を
め

ぐ
っ

て

　

　
　

認
知
科
学
的
観
点
か
ら

の

現
実
／
虚
構谷

　
内

攸，L 錘

　

本
発
表
は
、

「

現
実

／
虚

構
」

概
念
の

流
動
性
を

指
摘
し
た
上
で
、

発

表
者
が

構
築
し

た

「

信
」

概
念
を
軸
と
す
る

新
た

な
理
論
に
よ
っ

て
、

そ

の

構
図
と
そ
の

奥
に

あ
る

世

界
認
識
の

あ

り
方
を

捉
え
よ
う
と
す
る

も
の

で

あ
る
。

　

ま

ず、

論
理

学
な
ど

の

分
野
で

行
わ
れ

て

き
た

虚

構
的
言
説
の

分

析

（
記
述

理
論
な
ど
）

で

は
、

例
え
ば
、

小
説
に

書
か
れ
た

文
章
は

虚

構
を

表
し
て

い

る

と

い

う
こ

と

が

前
提
と

な
っ

て

い

る

こ

と
を

指
摘
し

た
。

つ

ま
り、

客
観
的
に
は
っ

き
り
と

「

現
実
な

る
も
の
」

と
「

虚

構
な
る

も
の
」

が

分
け
ら
れ
る

と

考
え
ら
れ

て

い

る

の

で

あ
る．．

し
か
し

、

「

現

実
／
虚

構
」

の

区
別
は、

そ
の

よ

う
に

確
固
た
る

も
の

で

は
な
い

。

そ
こ

で
、

よ

り
マ

ク

ロ

な

視
点
を
採

り
入
れ

る
た

め、

分
析

哲
学
の

大

家
で

あ
る

ク

ワ

イ

ン

の

「

概
念

図
式
」

の

概
念

に
注
目
し

た
。

「

概
念
図
式
」

と

は、

経

験
を

整
理
し
、

世
界
を

認
識
す
る

た
め
の

枠
組
み

で

あ
り

、

言
明
の

織
り

な
す
タ
ペ

ス

ト
リ

ー

の

よ

う
な

も
の

で

あ
る

。

　

ク
ワ

イ

ン

は
、

自
然
科
学
（

以

下
、

科
学
）

が

も
っ

と

も
効
率
の

よ

い

「

概

念
図
式
」

で

あ
る
と

言
う。

確
か

に

近
代
以

降、

科
学
の

「

概
念

図

式
」

は

生

活
の

多
く
の

局
面
で

正

し
い

も
の

と

な
っ

た
。

そ
れ
は
現
実
を

扱
う
も
の

で

あ
る

と

考
え
ら
れ
て

い

る

た

め
、

「

科
学
が
認
め

な
い

も
の

が

虚
構
で

あ
る
」

と

す
ら
言
え
る

だ

ろ

う
。

し
か
し、

科

学
の

「

概
念
図

式
」

に
お
い

て

も
「

現
実

／
虚
構
」

は
揺
ら
い

で

い

る
。

本
発

表
で

は
、

ヴ
ァ

ー

チ
ャ

ル

リ

ア

リ

テ

ィ

の

例
を
引
い

た
。

中
で

も、

ヴ
ァ

ー

チ
ャ

ル

リ

ア

リ
テ

ィ

の

根
本
を

認
知
科
学
的
に

顧
み
る

こ

と
で
、

「

ほ

ん

と

う
の

現
実
」

と
思
わ
れ

て

い

る

も
の

す
ら、

脳
が

構
成
し
た

ヴ

ァ

ー

チ

ャ

ル

な

世

界
で

あ
る

と

言
え
る

、

と
い

う
点
は
重
要
で

あ
る

。

　

さ

ら
に
、

科
学
と
い

う
「

概
念

図
式
」

自

体
が
相
対
的
で

あ
る

た

め
、

「

現
実
／
虚

構
」

は

二

重
に

揺
ら
い

で

い

る

こ

と
に

な

る
。

「

概
念
図
式
」

の

相
対
性
を
論
じ
る

た

め

に
は
、

ク
ワ

イ

ン

の

相

対
主
義
的
立
場
か
ら
は

じ
め
、

独
自
の

理
論
を
構
築
す
る

こ

と

が
必
要
と

な
る

。

発

表
者
は、

複

数
の

「

概
念

図
式
」

が
相
対
的
に

可
能
で

あ
る

こ

と
か
ら

、

状
況
に

適
し

た
「

概

念
図
式
」

を

選
択
す
る

た
め

の

「

メ

タ
ー

概
念
図

式
」

な
る

も
の

を
措
定
し

た
。

そ

れ
は

、

周

囲
の

人
た
ち
と

共
有
さ
れ
て

お

り
、

状

況
に

よ
っ

て

適
切
な
「

概

念
図
式
」

を
選

択
す
る
こ

と
で

、

人
々

の

円
滑
な
コ

ミ
ニ

ュ

ケ
ー

シ
ョ

ン

を

可
能
と

す
る

。

　

そ
の

よ

う
な
「

概
念

図
式
」

の

切
り

替
え
は

、

「

現
実

／
虚
構
」

の

切

り
替
え
で

も
あ
る

。

た
だ

し、

科
学
の

例
の

よ

う
に、
「

概
念
図
式
」

内

で

揺
ら

ぎ
が
あ
る

場
合
も
あ
る
。

さ

ら

に
、

「

メ

タ
ー

概
念
図
式
」

を
ほ
ん

と

う
に

共
有
し
て

い

る
か
ど

う
か

は

証
明
が

不
可
能
な
た
め
、

実
は

我
々

は

「

メ

タ
ー

概
念
図
式
」

、

ひ

い

て

は

「

概
念
図
式
」

を

共
有
し

て

い

る

と

「
信
」

じ
て

い

る

だ

け
と
い

う
こ

と

に

な
る

。

我
々

が
「

現

実
」

と

思
っ

て

い

る

も
の

は
、

「

現
実
で

あ
る

か

の

よ

う
な
も
の
」

に

過
ぎ
な
い

の

だ
。
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こ

の

よ

う
に

「

メ

タ
ー

概
念
図

式
」

す
ら

相
対
的
に

し
か

定
ま
ら

な
い

の

で

あ
れ
ば

、

我
々

の

す
べ

て

の

認
識
は

無
根
拠
で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な

無

根
拠
性
は、

「

信
」

に

よ

っ

て

覆
い

隠
さ
れ

て

い

る

と

発
表
者
は

考
え

る
。

我
々

は

同
じ

「

現
実
（

か

の

よ

う
な
も
の
∀
」

を

同
じ

よ

う
に

見
て

い

る

と

「

信
」

じ
る

こ

と

に

よ

っ

て

し
か

、

無
根
拠
に
脅
か
さ
れ

る

こ

と

な
く
生
き
る

こ

と
は

で

き
な

い
。

　

そ
し
て
、

無
根
拠
の

上

に

所
在
な
く
佇
ん

で

い

る

「

現
実
か

の

よ

う
な

も
の
」

は
、

広
義
の

く
虚

構
V

概
念
に

含
め

る

こ

と
が

で

き
る

だ
ろ

う
。

改
め

て

「

現
実

／
虚
構
」

の

区

別
は

崩
壊
し

、

〈

虚
構
〉

は
豊
か

な
力
を

も
つ

も
の

と
な

る
。

こ

の

〈
虚

構
〉

こ

そ
が

、

「

信
」

と

並
ぶ

発
表
者
の

研
究

対
象
で

あ
る

。

　
最

後
に
、

科
学
も
ま
た
「

信
」

じ

ら
れ
て

い

る

も
の

に

過
ぎ
な
い

こ

と

を
述
べ

た
ヒ
で

、

宗
教
学
に

お
い

て

科
学
が

い

か

に

扱
わ

れ
る
べ

き
か
と

い

う
問
題
に

も

多
少
触
れ
た

。

現

代
に

お
い

て
、

科
学
を
忌
避
す
る
こ

と

は

で

き
な
い

が、

過
大
な
期
待
を

す
る
こ

と
は

危
険
で

あ
る

。

自
然
科
学

の

「

概
念
図
式
」

が

捉
え
き
れ
な
い

も
の

を
、

人
文
科
学
の

「

概
念
図
式
」

は

扱
い

得
る

だ

ろ

う
。

本
発

表
は
、

そ
れ
を

示
す
試
み

で

も

あ
っ

た
。

近

年
の

宗
教
心
理

学
に

お

け
る

死
と

宗
教

　
　

　
　
比
較
的
考
察

イ

ー

リ

ヤ
・

ム

ス

リ
ン

　
本
発

表
で

は
、

全
般
的
な
宗
教
の

説
明
を

目
指
し

て、

こ

こ

二

十
年
以

上

宗
教
研
究
に

多
大
な
影
響
を

与
え
て

い

る

三

つ

の

大
理
論
（
恐
怖
管
理

理

論
、

宗
教
の

合
理
的

選
択
理

論
、

進
化
心
理

学）

を

取
り
上

げ
て

い

る
。

発
表
の

主
な
目
的
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の

理
論
に

お
け
る

宗
教
概
念
や
死

の

捉
え
方
を
簡
潔
に

分
析
し
た
上

で
、

こ

れ
ら
の

理
論
に
お

け
る

宗
教
と

死
の

関
係
に

対
す
る

考
え
方
を

比
較
し、

問
題
点
や
課
題
を

指
摘
す
る

こ

と
で

あ
る

。

そ
の

際、

宗
教
の

多
様
性
を

重
視
し、

研
究
者
の

宗
教
概
念

を
問
い

な
が

ら

自
文
化
中
心
的

態
度
を

批
判
す
る

宗
教

学
的
な
ア

プ
ロ

ー

チ、

ま
た

死
の

不
安
の

多
面
性
や

複
雑
性
を

意
識
す
る

死
生

学
的
な
立

場

を
念
頭
に

置
い

て

い

る
。

　

三

つ

の

理

論
に

お

け
る

死
の

位
置

付
け
を

考
察
す
る

と
、

次
の

よ

う
に

ま
と
め
る

こ

と
が
で

き
る

。

恐

怖
管
理
理

論
（
TMT

）

は
、

死
の

不
可

避
性
や

自
己
の

有
限
性
に

対
す
る

意
識
と
死
へ

の

不
安
・

恐

怖
の

普
遍

性

を

想
定
し

、

そ
れ
に

基
づ

い

て

宗
教
を
説
明
し
な
が
ら、

死
の

不

安
の

緩

衝
を
宗

教
の

最
大
の

機
能
な
い

し
魅
力
と

し
て

い

る
。

研
究
の

主
な
対

象

は、

死
に

対
す
る
無
意
識
な
不
安
と

そ
の

行
動
へ

の

影
響
で

あ
り、

こ

れ

ら
が
宗
教
の

発
生
や

維
持
を
説
明
す
る
上

で

不
可
欠
な
観
点
で

あ
る

。

こ

れ

に

対
し、

宗
教
の

合
理
的
選
択
理
論
（
RCT

）

は
、

宗
教
を
説
明
す

る

た

め

の

複
数
の

理

論
的
な
前
提
の

中
に

人
間
の

普
遍
的
な
心
理
と

し
て

不
死
へ

の

欲
求
を

盛

り
込
む

。

そ
し

て

宗
教
全
般
を、

そ
の

欲
求
を

満
た

す
よ

う
な
約
束
を

提
供
す
る

も
の

と

し
て

捉
え
な

が
ら
、

経
済
学
的
な
概

念
を

川
い

て
、

宗
教

市
場
の

動
向
や

教
団
の

形
成
・

特
徴
・

ラ

イ

フ

サ

イ

ク

ル

な
ど

、

主
に

社

会
レ

ベ

ル

の

宗
教
現
象
に

注

目
す
る

。

つ

ま
り
、

死

に

対
す
る

意

識
は

中
心
的
な
研
究

対
象
と
い

う
よ

り
、

理

論
の

重
要
な
出

発
点
で

あ
る

と

言
え
る

。

こ

れ
と

は

異
な
っ

て
、

進
化
心
理

学
（

EP

）

は
、

全

体
と
し
て

み

れ
ば
、

宗
教
に

お

け
る

死
と
い

う
問
題
を
そ
れ

程
大

き

く
取

り
上

げ
な
い

傾
向
が
あ
る

。

EP

で

は
、

宗
教
概
念
の

形
成
や

特

徴、

そ
の

伝
達、

ま
た
は

道
徳
的
な

規
範、

儀
礼、

聖
職
者
階
級
の

形
成
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