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マ

イ

ン

ド
フ

ル

ネ
ス

と
は

、

（
感

情
の

否

定
で

は

な
く

）

感
情
の

中
に

と

ど
ま
り
、

そ

ば
に

い

つ

つ

そ
れ

を

吟
味
す
る

能
力
を

指
す

。

（
八）

完
成
さ

れ
た

愛
と
し

て

の

阿
弥
陀
の

誓
願
を

重
視
し、

瞑
想
の

技
法
と

し

て

の

念

仏
を

提
唱

。

（
九
）

しu

蕁
凶

霞

は
こ

う
し
た

条
件
付
け
の

克
服
の

場
を、

安

全
な

セ

ラ
ピ

ー

空
間
ま
た
は

〉
日固
α
叫

6
『

ロ

雪

の

よ

う
な
サ
ン

ガ

で

の

儀

礼
が

果
た

し

う
る

と

考
え
る

。

医

療
と

宗
教
に

お

け

る

人
間
観
の

問
題

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

杉
岡

　
良
彦

　
は

じ
め

に
冖

本
来

、

宗
教
と

医
療
は

、

極
め

て

緊
密
な
関
係
に

あ
っ

た

が
、

近

代
医
学
の

発
達
以

降
、

両
者
の

関
係
は

非
常
に

疎
遠
に

な
っ

て

し

ま
っ

た
と

考
え
ら
れ

て

い

る
。

だ

が
、

最
近
の

臨

床
的、

科
学
的
研
究
の

動

向
は、

宗
教
と

医

療
の

関
係
に

つ

い

て

新
た

な
理

解
を

要
請
し

て

い

る
。

本

発
表
で

は
、

両

者
の

関
係
を

考
え
る

手
が

か

り
と
し
て

人

間
観
に

注
目

す
る

。

　
エ

ン

ゲ

ル

の

医
療
モ

デ

ル
冖

内

科
医
で

も

あ
り
精
神
科
医
で

も

あ
っ

た

エ

ン

ゲ
ル

国
コ

oq
Φ一

〇

ダ

は

当
時
の

医

学
の

支
配
的
な
疾
患
モ

デ

ル

で

あ

る

σ

δ

臼
Φ

島
o
巴

日
o
匹

2
（
生
物
医

学
モ

デ
ル
）

の

不
十
分
さ

を
指
摘
し、

こ

れ

に

代
わ

る
疾

患
モ

デ

ル

と
し
て

σ

δ
O
ω
団
o
げ
o
自・

oo

巨

ヨ
o
匹

2
（

人
間

を

身
体
的

、

心
理

的、

社

会
的
側

面
か
ら
と

ら
え
よ

う
と
す
る

モ

デ

ル
）

を

提
唱
し

た
。

こ

の

モ

デ

ル

は
、

疾

病
の

理

解
を
生

物
的
側
面

、

心
理
的

側
面

、

社
会

的
側

面
か
ら

考
え
る

包

括
的
な
モ

デ

ル

で

あ
り、

こ

れ

は
か

つ

て

の

玄
o

ヨ
 

90
巴

ヨ
o
α
 一

と

異
な

り
、

人

間
／
患
者
を

多
元
的
／
全

人
的
に

診
る

よ

う
に

医
師
を

導
く

。

し
か
し、

宗
教
と
医
療
の

関

係
を
考

え
よ
う
と
す
る

場
合、

こ

の

モ

デ

ル

で

満
足

す
る

こ

と
は
で

き
な
い

。

　

フ

ラ

ン

ク

ル

の

人
間

観
一

フ

ラ

ン

ク
ル

の

人

間

観
は

こ

れ

ま
で

医
学

が

明
確
に

し

て

こ

な
か

っ

た

人
間
に

固
有
の

領
域
、

つ

ま

り
「

精

神
」

ω

嵐
ユ

く
O
虫

鴇

の

領
域
を
明
ら
か

に
し
た

点
に
あ
る

。

そ
の

精

神
的
な
領

域
と

は
、

意
味
を
求
め

る

実
存
で

あ
り、

人
間
と
は

、

自
由
で

あ
り、

自

ら

責
任
を
引
き
受
け
る

存
在
で

あ
る

。

こ

う
し
た
精
神
的
次
元
の

働
き
を

明
確
に

し
な
け
れ

ば
、

人

間
は
生

物
学
的
次
元

、

心
理

学
的
次
元、

あ
る

い

は

社
会
学
的
次
元
へ

と
還
元

さ
れ

て

し
ま
う

。

こ

う
し
た

科
学
主

義
に

対
す
る

批
判
の

根
底
に

あ
る

の

が
、

フ

ラ

ン

ク
ル

に

よ

る

精
神
的
次
元
の

（
再）

発
見
な
の

で

あ
る

。

ま
た
、

フ

ラ

ン

ク

ル

は
人
間
が
人
生

か
ら

意
味

を

問
わ

れ
て

い

る

の

だ
と

考
え
、

宗
教
的
人
間
は

そ
の

応
答
を

「

神
か
ら

の

委
託
と

し
て

体
験
す
る
」

の

だ
と
述
べ

る
。

　

テ
ィ

リ
ッ

ヒ

の

視
点

ー
多
元
的
統
一

体
と

中
間
領
域

　
　
一

神
学
者

の

立

場
か

ら、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

も
、

人
間
の

物
理
的、

化
学
的、

生

物
学
的

、

心

理
的、

精
神
的

、

歴

史
的
次

元
を

区
別
し、

人
間
を
「

多
次
元
的
統
一

体
」

（
B
巳
江

皀
ヨ
Φ

昌
ω凶
o
口

巴

二

巳
什

団
）

で

あ
る

と

理
解
す
る

。

さ
ら

に、

宗
教
と

健
康
の

関
係
に

お

け
る

根
本
問
題
は

「

中
間
領
域
」 、

す
な
わ

ち

無
意
識
や
「

衝

動
」

を
含
め

た
サ

イ
キ
ッ

ク

領
域
で

あ
る
と

指
摘
す
る

。

そ

れ
は
、

「

オ

カ

ル

ト
的

な
意
味
に

お
い

て

で

は
な

く
、

意
識
の

意

味
に

お
い

て

で

も
な

く
、

生
物
学
的
な
も
の

と

心
的
な
も
の

の

間
の

領
域
、

両

者
が
参
与
し
て

い

る

中
間
領
域
を

指
し

示
す
」

。

こ

の

中
間
領
域
を

明
ら

か
に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

宗
教
の

も
つ

癒
し
の

効
果
へ

の

理

解
を

深
め

て

く
れ
る

。

こ

の

点
に

関
し
て

、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は
、

宗
教
そ

れ

自
体
が

言

葉

（

コ

ン

シ

ャ

ス

に

訴
え、

個
人
的
な

決
断
に
お
け
る

人
の

答
え
を

要
求

す
る
）

を
重
視
す
る
側
面
と

、

サ
ク

ラ

メ

ン

ト
（
秘
跡、

礼
典
な
ど

）

を

重

視
す
る

側
面
が
あ
る
こ

と

を
指
摘
す
る

。

こ

う
し
た

考
察
は

、

精

神
と

364（1086）
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身
体
の

連
結
を

見
失
っ

た

デ
カ
ル

ト
的
二

元
論
と

は

明
確
に

異
な

る

立

場

で

あ
り、

宗
教
的
救
い

が
サ
イ
キ
ッ

ク

な
領
域
を
介
し

て
、

心

身
全

体
に

影
響
を

与
え
る

こ

と
、

言
い

換
え
れ
ば

心

身
の

癒
し
を
も
た
ら

す
根
拠
を

与
え
う
る

。

　

人
問
観
を
め

ぐ
る

議
論
の

必
要
性
冖

医
学
の

基
礎
研
究
に

お
い

て

は

分

子
レ

ベ

ル

か

ら
生

命
活
動
の

メ

カ

ニ

ズ
ム

が

ま
す
ま

す
明
ら
か
に

な
る
一

方、

宗
教
と

健
康
に

関
わ
る

研
究
は

急
激
に

増
え
つ

つ

あ
る

。

本
発
表
の

意
図
は
、

生

物

学
主

義
や

心
理

学
主

義
等
の

科
学
主

義
的

解
釈
の
一

方

で
、

そ

れ

に

代
わ
る

人
間
観、

つ

ま
り
神
な

ど

の

超
越

的
存
在
を

前
提
と

し
つ

つ

も
宗
教
と
健

康
の

関
係
を
理
解
可
能
と

す
る

人

間
観
を

考
察
す
る

こ

と
に

あ
る

。

こ

う
し
た
人

間
観
の

探
究
は
、

科
学
的

事
実
に

対
す
る

理

解
を
助

け
る

だ

け
で

な

く
、

実
践
面
（

臨
床
面
）

で

も、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ

ア

の

重
要

性
や

チ
ャ

プ
レ

ン

等
の

専
門
職
の

協
力
が
必

要
で

あ
る

こ

と
の

理

解
を
助

け
て

く
れ
る

だ
ろ

う
。

こ

の

よ

う
に

、

人
間
観
を
中
心
と

し
て

宗

教
と
医

療
の

関
係
を

考
察
す
る

こ

と
に

よ

り
、

両

者
の

使
命
と

特

徴
が
あ
ら
た
め
て

明
ら
か
に

な

り
、

こ

の

違
い

を

前
提
と

し
た
上
で

の

協

力
関
係
が、

今
後
さ
ら
に

具
体
的
に

明
ら

か
に

さ

れ

る
必

要
が
あ
る

。

二

重
の

概
念
図
式
理
論
か

ら

考
え

る

宗
教
と

科
学

　
　
　

揺
ら

ぐ
現
実
／
虚

構

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

谷
内

　
　
悠

　
創
造
論
の

な
か
で

も
創
造

科
学
や

イ
ン

テ

リ

ジ
ェ

ン

ト
・

デ
ザ
イ
ン

論

（
以

下
、

ID

論）

は
、

自
ら
が

科
学
で

あ
る

と

主

張
し

、

「

公
立
高
校
の

生

物
の

時
間
」

に
教
え
ら
れ

る
べ

き
で

あ
る
と
要

求
し
て

い

る
。

ど
ち
ら

も
科
学
で

は

な
い

と

し
て

違
憲

判
決
を

受
け
て

い

る

が、

依
然
と
し
て

公

共
教
育
で

教
え

ら
れ

得
る

科
学
で

あ
ろ

う
と

し
て

い

る
。

も
ち
ろ

ん
、

政

治
や
道
徳
と

い

っ

た

問
題
も
あ
る

だ
ろ

う
。

し
か
し
よ
り
根
本
的
に
、

な

ぜ

創
造
論
は

「

戦
う
べ

き
相
手
で

あ
る

は
ず
の

科
学
に
基
礎
づ

け
ら

れ
る

こ

と
で

自
ら

を
正

当
化
す
る

」

こ

と

を
選
ん

だ
の

か
、

と

い

う
こ

と

を
本

発
表
で

は

問
い

た

い
。

発
表
者
は

こ

の

点
こ

そ
が
創
造
論
対
進
化
論
の

根

底
に

あ
る

捻
れ

で

あ
る

と

考
え
る

。

　
ま

ず
、

現
代
に

お

け
る

宗
教
や
科
学
の

概
念
と

そ
れ
ら
の

関
係
に

つ

い

て

精
査
す
る

必
要
が

あ
る

。

そ
こ

で、

宗
教
や
科
学
を
体
系
と

し
て

捉
え

、

W
・

V
・

0
・

ク

ワ

イ

ン

が

提
起
す
る

「

概
念
図

式
」

、

あ
る

い

は

そ
れ

と

非
常
に

類
似
し

た

概
念
で

あ
る

ウ
ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ

ン

が

提
起

す
る

「

言
語
ゲ
ー

ム
」

と

見
な
す
こ

と
を

提
案
し
た
（
以
下

、

「

概
念
図
式
」

に

統
一
）

。

そ
れ

ら
の

分
析
に

よ

り
、

宗
教
と

科
学
の

最
大
の

相
違
は
、

先

行
す
る

コ

ミ

ッ

ト

メ

ン

ト
が

あ
る

か
、

そ
れ

と

も
反
証
可
能
か
、

と
い

う

点
に

あ
る

と
い

う
こ

と
が

言
え
る
。

　
さ

ら
に
、

概

念
図

式
を
状

況
に

よ

っ

て

使
い

分
け、

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

担
保
す
る

母
体
と
し
て

の

メ

タ

概
念
図
式
を

措
定
す
る

と
、

概
念

図
式
と
メ

タ

概

念
図

式
と
い

う
二

重
構
造
と

そ
れ

ら
の

問
に

あ
る

ダ
イ

ナ

ミ

ズ

ム

が
想
定
で

き
る

。

こ

れ
が

発
表
者
の

提
起
す
る

「

二

重
の

概
念
図

式
理

論
」

で

あ

り
、

ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ

ニ

ア

ン

・

フ

ィ

デ

イ

ズ

ム

が

陥
っ

て

い

た
概

念
相

対
主

義
を

乗
り
越
え
る

ひ

と
つ

の

方
策
と

な
る

。

そ

れ

に

よ

り
、

な
ぜ

創
造
論
は

科
学
の

基

礎
づ

け
を

求
め

る

の

か
を

説
明
で

き
る

。

　
現
代
の

先
進

国
に

お
い

て

は
、

科
学
の

概
念
図
式
へ

の

強
固
な
「

信
」

が

醸
成
さ
れ

、

概
念

図
式
か
ら
メ

タ

概

念
図
式
へ

向
か

う
ダ

イ

ナ
ミ

ズ

ム

の

は
た
ら
き
に

よ
っ

て

「

科

学
の

概
念

図
式
に

強
い

影
響
を

受
け
た
メ

タ
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