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概
念

図
式
」

が
誕
生
し
た

。

さ
ら

に
そ
れ

が
そ
の

他
の

概
念
図

式
に

も
影

響
し

、

公
共
的
世
界

観
ひ
い

て

は

リ
ア
リ
テ
ィ

を

科
学
の

概
念
図
式
が

規

定
し

て

い

る
か
の

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
の

た

め、

宗
教
を
は
じ
め

と

す
る

概
念
図
式
も
科
学
の

概
念
図

式
の

力
の

優
位
を
当

然
の

こ

と
と

認
識
し

、

そ
れ

に
基
礎
づ

け
ら
れ
よ

う
と
す
る
よ

う
に
な
る

。

こ

れ

が

創
造
科

学
や

ID

論
の

誕
生
の

根

源
に

あ
る

捻
れ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
し

か
し、

結

果
と
し
て

う
ま
く
科
学
に

基
礎
づ

け
ら
れ

な
か
っ

た

宗
教

的
な
概
念
図
式
で

あ
る

創
造

科
学
や
ID

論
は、

フ

ィ

ク

シ
ョ

ナ

ル

な
も

の

と

認

識
さ
れ
て

い

る

に

も
か
か

わ
ら
ず

、

未
だ

多
く
の

人
々

を
魅

了
し

て

い

る
。

「

科
学
の

概
念

図
式
に

強
い

影
響
を
受
け
た

メ

タ

概
念
図

式
」

の

も
と
で、

な
ぜ

こ

の

よ

う
な
こ

と
が
起
き
る

の

か
。

ひ

と
つ

に

は
、

宗

教
は

本

質
的
に

フ

ィ

ク

シ
ョ

ナ
ル

な
側
面
を
も
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と
か

ら
説
明
で

き
る

だ
ろ

う
。

キ

ャ

ロ

ル
・

M
・

キ
ュ

ー

ザ
ッ

ク

が

提
起

す
る

「

つ

く
ら
れ
た

宗
教
」

ー
想
像
に

よ

る

産
物
で

あ
り、

「

真
実
」

で

あ
る

こ

と

を
主

張
し

な
い
、

に

も
か
か

わ
ら
ず
宗

教
の

よ

う
に

見
え
、

機
能
す

る

　
　
は、

そ
の

側
面
を

う
ま
く
捉
え
て

い

る
。

本
発
表
で

は

例
と
し

て、

ID

論
を

批
判
す
る

た

め

に

つ

く
ら
れ、

か
つ

、

自
ら

の

フ

ィ

ク

シ
ョ

ン

性
を

積
極
的
に

認
め

る

「

空
飛
ぶ

ス

パ

ゲ
ッ

テ

ィ

・

モ

ン

ス

タ

ー

教
」

も

取
り
上

げ
た

。

ま
た
、

パ

ス

カ

ル

・

ボ
イ
ヤ
ー

な
ど
の

認
知
科
学
的
ア

プ

ロ

ー

チ

に
お

い

て
、

宗
教
に

お

け
る

物
語
の

重

要
性
が

改
め

て

注
目

さ

れ

て

い

る

こ

と
も

か
か

わ

る
。

　

魅

力
的
な
物
語
を

有
し
た

「

つ

く
ら
れ
た

宗
教
」

は
、

フ

ィ

ク

シ
ョ

ン

の

ま
ま

に
力
を

も
ち
得
る
。

そ
し

て

や

が
て

、

メ

タ

概
念
図
式
と

概
念
図

式
の

ダ

イ
ナ
ミ

ズ
ム

に
よ

っ

て

リ

ア

リ

テ

ィ

を
も

も
ち
得
る
だ
ろ

う。

た

だ

し
、

そ
れ
ら

に

対
す
る

「

信
」

は
キ

リ
ス

ト

教
モ

デ
ル

の

び
 

滞
｛

と

は
異
な
る

。

そ
し

て
、

ブ

イ

ク

シ
ョ

ナ

ル

な

物
語
と
し

て

は

成
功
し
て

い

る

創
造
科
学
や

正

D
論
も
ま
た
、

「

つ

く
ら
れ
た

宗
教
」

の

要

素
を

も
っ

て

い

る

と

言
え
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

生
命
の

起
源

　
　

デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て

の

神
概

念
の

科
学
的
検
討

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

十
津

　
守
宏

　
ス

タ

ン

レ

ー
・

ミ

ラ
ー

が
、

原
始
地

球
の

大
気
組
成
を

再
現
し
た

環
境

下
で

の

ア

ミ

ノ

酸
の

合
成
に

成
功
し

た

時
、

多
く
の

生

物
学
者
は
近
い

将

来
、

生

命
の

自
然
発
生
と

化
学
進
化
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

が

実
験
室
の

中
で

再

現
さ
れ
る

こ

と
を

期
待
し
た

。

し

か

し
、

ミ

ラ
ー

の

実
験
の

成
功
以

降
、

半
世

紀
以
上
が

経
過
し
た

今
日
に

お

い

て

も
、

依
然
と
し

て

生
命
の

自
然

発
生
の

メ

カ

ニ

ズ

ム

は

解
明
さ
れ

て

い

な
い
。

そ
れ

ば

か

り
か、

最

新
の

研
究
か
ら

明
ら

か
に

な
っ

た

こ

と
は

、

少
な

く
と
も

我
々

が
生
き
て

い

る

地

球
上
で

生

命
が

自
然
発
生

す
る

確
率
は

ほ

ぼ

零
に

等
し
い

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
そ
も

そ
も
生

命
が

自
然
発
生
し

な
い

こ

と
は
、

か

の

パ

ス

ツ

ー

ル

の

実

験
に

よ

り
科
学
的
に

証
明
さ
れ
て

い

る
。

従
っ

て
、

「

神
」

の

存
在
を
受

け
入
れ
ら
れ

な

い

自
然
科
学
で

は
、

最
初
の

生
命
に

か
ぎ
り
自
然
発
生
し

た
と
い

う
仮
説
を
土
台
と

し

て

現
在
の

理
論
理
的
枠
組
み
が
形
成
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
し
て
、

地
球
上

で

の

自
然
発
生
の

可
能
性
そ
の

も
の

が

否
定
さ
れ
つ

つ

あ
る
今
日
に
お

い

て

は
、

か
つ

て

自
然
科
学
の

領
域
に

お
い

て

は

異
端
視
さ
れ
て

い

た

生

命
の

起
源
を
宇
宙
（

地
球
外）

に

求
め

る

パ

ン

ス

ペ

ル

ミ

ア

仮
説
が

生
命
の

起

源
を

解
き
明
か

す
も
の

と
し
て

支

持
さ
れ

つ

つ

あ
る

。

こ

の

仮
説
は
、

生

命
の

起
源
を

地
球
上
か
ら
宇

宙
へ

と

求
め

る

こ

と

に
よ

り、

時
間
と

無
限

と

も
思
え
る

空
間
的
拡
が
り
を
味
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方
に
つ

け
る

。

そ
し
て、

地
球
上
で

は

ほ

ぼ

零
で

あ
る

生

命
の

自
然
発
生

の

可
能
性
を
現
実
的
な
数
理
的
可
能

性
へ

と

高
め
る

も
の

で

あ
る

。

単
な

る
、

問
題
の

先
送
り
で

あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て

い

る

が
、

宇
宙
の

起

源
に

関
す
る

議
論
に

お
い

て、

今
日
展
開
さ
れ
て

い

る
量
子
力
学
を

基
盤
に

展

開
さ
れ

た

マ

ル

チ
バ

ー

ス

宇
宙
論
と

同
様
の

理
論
的
枠
組
み
を

展
開
す
る

こ

と
に

よ

り
、

デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て

の

神
の

介
入
の

可
能
性
を

排
除
す
る

も
の

で

あ
る

。

マ

ル

チ

バ

ー

ス

宇
宙
論
は
、

無
境
界
仮
説
と
虚

数
の

導
入

に

よ

り、

ユ

ダ

ヤ
・

キ

リ
ス

ト

教
的
な

歴

史
を
導
く

人

格
神
だ

け
で

な

く
、

「

不
動
の

動

者
」

と

し
て

の

神
観
念

す
ら
導
入

す
る

こ

と

な
く

、

一

切
の

現
行
の

物
理
的
法
則
か
ら
の

逸
脱
も
な
し
に、

人
間
の

生

存
が

可
能

と
な
る

よ

う
に

絶
妙
な
バ

ラ

ン

ス

の

も
と
に

成
立

し
て

い

る

と
さ

れ
て

い

る

こ

の

宇
宙
の

開
闢
を

論
理

的
か
つ

数
理

的
に

説
明
し

て

い

る
。

し
か

し
、

こ

れ

ら
の

議
論
は

あ
く
ま
で

も
こ

の

宇
宙
と

生

命
の

起
源
を

説
明
す

る

論
理

的
モ

デ

ル

の
一

つ

に

過
ぎ
な

い
。

　

化
石

資
料
や

生

物
の

多
様
性、

今
日
に

お

け
る

最
先
端
の

研
究
成

果
が

明
ら
か
に

し
つ

つ

あ
る

遺
伝
子
が
持
つ

環
境
に
対
す
る

潜
在
的
適
応

力
な

ど
の

数
々

の

科
学
的

証
左
か

ら、

進
化
と
い

う
現
象
が

科
学
的

真
理
で

あ

る
こ

と
は

揺
ぎ

無
い

も
の

と

な
り
つ

つ

あ
る
。

し
か

し
、

進
化
の

メ

カ

ニ

ズ
ム

と

最
初
の

生

命
の

発
生
の

そ
れ

は

似
て

非
な
る

も
の

で

あ
る

。

進
化

が、

「

た
だ
の

複
雑
化
」

で

あ
る
の

に
対
し
て

、

生

命
の

自
然
発
生
と
は
、

「

方
向
性
を

持
っ

た

複
雑
化
」

で

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

か

ら
で

あ
る

。

リ

チ
ャ

ー

ド
・

ド
ー

キ
ン

ス

が

指
摘
す
る

よ

う
な
「

盲

目
の

時
計
職
人
」

が、

生

命
を
自
然
発
生
さ
せ

る

こ

と
は

極
め

て

困
難
な
の

で

あ
る

。

環
境

へ

の

潜
在
的
適
応
力
を

持
ち

表
現
型
を
通
し
て

進
化
を

演
出

す
る

こ

と
が

判
明
し
た

遺
伝
子
に

よ
る

突
然
変
異
と

自
然
選
択
に

よ
る

進
化
の

メ

カ

ニ

ズ
ム

は

解
明
で

き
て

も、

そ
の

遺
伝
子
そ
の

も
の

の

由
来
に

関
し
て
、

最

先
端
科
学
は

未
だ
に

明
確
な

答
え
を
出
せ
な
い

で

い

る
こ

と

も
ま
た

厳
然

と

し
た

事
実
で

あ
る

。

　

無
境
界
説
の

提
唱
者
で

あ
る

か
の

ス

テ

イ

ー

ヴ
ン
・

ホ

ー

キ

ン

グ

は、

哲
学
は

科
学
（

特
に

物
理
学
の

進
歩）

に

つ

い

て

い

け
な
く
な
っ

て

い

る

と

い

み
じ
く
も
述
べ

て

い

る
。

し
か
し、

今
日

の

「

生

命
の

起
源
」

に

関

す
る

議
論
を
鑑
み
る

と
、

自
然
科
学
の

領
域
で

は

タ

ブ
ー

と

さ
れ

る

形
而

上
学
的
議
論
が

果
た

す
べ

き
役
割
は
、

そ
の

研
究
が

行
き
詰
ま
り
を

示
し

て

い

る

今
日
で

こ

そ
再
評
価
さ
れ

て

も
良
い

の

で

は

な
い

の

だ
ろ

う
か

。

明
治
大
正

期
に

お

け

る

。

中
国
哲
学
〃

の

構

築
と
静
坐
の

実
践

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

野
村
　
英
登

　

理
想
論
と

し

て

語
る

の

で

な
く、

現
実
に
人
が
学
ん

で

聖
人
に

至
ろ

う

と

す
る

の

で

あ
れ
ば
、

よ
ほ

ど

持
っ

て

生

ま
れ
た

善
人
で

も
な
い

か

ぎ

り、

ま
ず
心
の

修
養
が

必

要
だ
と

考
え

る
の

は
自
然
な
こ

と
で

あ
ろ

う
。

事
実、

儒
教
に

お
い

て

は
、

静
坐
が

瞑
想
法
と

し
て

宋
代
よ

り
重
視
さ
れ

て

き
た

。

江
戸
の

儒
者
た
ち

も
朱
子
学
や
陽
明
学
を

奉
ず
る

者
達
に

静
坐

を
実
践
し
て

い

た

者
が
少
な

く
な
か

っ

た
。

し
か

し

現
代、

中
国
哲
学
を

研
究
す
る

者
は

基
本
的
に

静
坐
を

実
践
し
な
い

。

そ

も
そ
も

制
度
と

し
て

静
坐
の

実

践
を
行

う
学

部
学
科
が

大

学
に

存
在
し

な
い

か

ら
当

然
で

あ

る
。

そ
も
そ
も

明
治
大
正
期
に

お

い

て
、

東
洋
思
想
の

近
代
化
が

目

指
さ

れ

た
と

き、

そ

の

近

代
化
は

端
的
に

儒
教
を

”

中
国
哲
学
”

と
し

て

構
築

す
る

こ

と
を

意
味
し

て

い

た
。

中
国
の

伝
統
的
な
知
の

体
系
は

哲
学
な
の

か
宗
教
な
の

か
。

あ
る

い

は

研
究
な
の

か
実
践
な
の

か
。

そ

の

よ

う
に

問

わ
れ

な
が

ら
、

ア

カ

デ
ミ

ズ

ム

と
し

て

の

ク

中
国
哲
学
”

は

構
築
さ
れ

て
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