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パ

ネ
ル

の

主

旨
と

ま
と

め

八

　
巻

　
和

彦

　
今
回
で

三

回
日
と

な
る

「

宗
教
間
対
話
の

思
想
」

と

題
す
る

パ

ネ
ル

で

あ
る
が、

わ
れ
わ

れ
の

こ

れ
ま
で

の

研

究
の

到
達
点
と

し
て、

人
間
が
も

つ

精
神
的

機
能
の
一

つ

と
し
て

の

理

性
に

は

人
類
に

共
通
に

妥
当
す
る

普

遍
性
が
あ

り
、

そ

の

視
点
か

ら
諸
宗
教
の

教

義
を
考

察
す
れ
ば

、

そ
れ

ら

が

目
指
し
て

い

る

も
の

に

は

共
通
性
が

多
く
存
在
し
て

い

る

こ

と
が

明
ら

か

で

あ
る

。

と
こ

ろ

が
他
方
で

は
、

宗
教
間
の

（
諸

宗
教
の

信
者
間
の
）

争
い

の

源
は

必
ず
し

も
当
該
宗
教
の

教
義
の

相
違
対
立
に

あ
る

と

い

う
の

で

は

な

く
て

、

む
し
ろ
個
々

の

宗
教
が
有
す
る
文
化
（

信
者
が
身
に

つ

け

て
い

る
、

儀
礼
の

執
行
な
ど

を

典
型
例
と

す
る
文
化
）

の

間
の

相
違
に

あ

る
と

い

う
こ

と

も
明
ら
か
に

な
っ

た
。

逆
に

表
現
す
れ
ば
、

文
化
が

類
似

し
て

い

る
な
ら
ば、

教
義

的
に

は

相
違

対
立
し
て

い

る
は

ず
の

宗
教

同
上

で

も、

そ
の

信
者
間
に

は

必
ず
し

も
対
立
が

生
じ
る

わ

け
で

は
な
い

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

以
上
の

視
点
か

ら
わ
れ
わ

れ

の

研
究
課
題
に
解
決
策
を

見
出

す
た
め

に

は
、

理

性
と

文
化
の

関
係
に
つ

い

て

も

考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

こ

と

に

な
り、

「

理
性
は

文
化
の

多
様
性
を
超
え

う
る

か
」

と
い

う
サ
ブ
タ

イ

ト

ル

を

付
け
た

次
第
で

あ
る

。

各
発
表
の

具
体
的
内
容
は

前
掲
の

発

表
要

旨
を
参
照
し
て

い

た

だ

く
こ

と

に

し
て

、

パ

ネ
ル

で

の

議
論
を

踏
ま
え
て

若
干
の

コ

メ

ン

ト
を
記
す
こ

と
と
し

た

い
。

一
、

宗
教
儀

礼
を

典
型
例
と

す
る

文
化
的
な

多
様
性
が
同
一

の

根
源
に

起

　

因
す
る
結

果
で

あ
る

と

説
く
場
合
と

、

逆
に
一

な
る

根
源
へ

の

崇
敬
の

　
形
態
は
多．
様
で

あ
っ

て

も
よ
い

と

説
く

場
合
が

区
別
さ
れ
る
べ

き
で

あ

　
る

が
、

そ
れ
ら
は

い

ず
れ

も

新
プ
ラ

ト

ン・
手
義

的
な
〈
包

含
と

展
開
〉

　
の

理

論
で

理

性
的
に

説
く
こ

と
が

可
能
で

あ
る

。

二
、

他
方、

文
化
の

多
様
性
は
、

地

球
上

の

自
然
条
件
の

多
様
性
と

そ
れ

　
に

主
と
し

て

起
因
す
る
社
会
条
件
の

多
様
性
と

に

由
来
す
る

も
の

で

あ

　
る
の

で
、

そ
の

現
状
は

容
易
に

変．
更
さ
れ

う
る

も
の

で

は

な
い

。

ま

　
た、

当
事
者
に
と

っ

て

は
白
分
の

文
化
こ

そ
が
正

し
い

も
の

で

あ
り、

　

異
文
化
は

た

だ
「

異

文
化
」

で

あ
る

ゆ

え
に

誤
っ

た

も
の

と
み
な
す
と

　
い

う
、

人
間
に

普
遍

的
に

現
象
す
る

自
己
中
心
性
に

よ
る

即
断
と
偏

見

　
が

生
じ
や

す
い

。

こ

れ

が
、

対
立
の

源
と
な
る

も
の

で

あ
る

。

三
、

そ
れ

ゆ

え
に
、

現
実
に

存
在
す
る

多
様
性
の

根
底
に

共
通
な
も
の

が

　

あ
る

こ

と

（

例

え
ば

儀
礼
が
自
分
た

ち
と

は

異
な
っ

て

い

て

も
同
じ

信

　

仰
を

も
っ

て

い

る

こ

と
）

を
互
い

に
実
感
す
る

た

め
に

は
、

論
理
に

先

　

立
つ

相
互

理
解
の

た

め
の

具
体
的
な

経
験
が
必
要
で

あ
る

。

さ
も
な
い

　
と
、

「

ラ

テ

ン

人
は

ソ

フ

ィ

ス

ト
の

よ

う
な
存
在
で

あ
る
」

と

言
っ

て

　
ビ

ザ
ン

ツ

の

学
者
た
ち
が
理
性

的
探
求
を
拒

否
す
る

と
、

キ
ド

ニ

ス

が

　

記
し

て

い

る

よ

う
な

事
態
が

生
じ

る

こ

と
に

な
る

。

上

記
の

実
感
を
成

　

立
さ

せ
る

最
善
の

方
法
は
、

生
の

基

本
で

あ
る

寝
食
を

共
に

す
る

経
験

　

で

あ
ろ

う
。

こ

の

点
で

は
、

修
道
院
を
基
盤
と
し

て

説
得
活
動
を
行
え

　

た
ア

ン

セ

ル

ム

ス

は
、

成
功
へ

の

有
力
な
一

因
を

も
っ

て

い

た
と

言
え

　

る

だ

ろ

う
。

四、

し
か

し、

見
知
ら
ぬ

者
同
士
が
寝
食
を
共
に

す
る
こ

と
は、

無
前
提

　

に

可
能
と

な
る
こ

と
で

は

な
い

。

日

常
的
に

出

会
い

、

か
つ

共
に

仕
事

　

を
す
る

こ

と

が
、

相
互
の

信
頼
感
を

醸
成
す
る

こ

と
に

な
る

だ
ろ

う
。

　

そ
の

意

味
で

は
「

異
な
る

者
」

の
、

そ

れ
も

交
流
を

自
ら

す
す
ん

で

望
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パ 不 ル

　

む
こ

と
の

な
い

者
同
志
の

相
互
の

交
流
と
か

交

易
が

必
要
と
な
る

だ
ろ

　
、
つ

。

五
、

そ
し
て

、

実

感
さ
れ
た
共
通
性
・

普
遍

性
を
一

時

的
感
情
に

と

ど
め

　

ず
に

確
定
し

固

定
す
る
た
め

に
は
、

理

性
に

よ
る

論

証
が
必
要
と

さ
れ

　

る
の

で

あ
る

。

　

本
パ

ネ
ル

に

参
加
し
て

下
さ
っ

た

方
々
、

ま
た、

貴
重
な
ご

意
見
を
出

し

て

下
さ
っ

た

り
パ

ネ
ル

終
了
後
も
パ

ネ
リ
ス

ト
を
囲
ん

で

熱
心
な

議
論

を

し
て

下
さ
っ

た
方
々

に

改
め

て

御
礼
申
し
上
げ
る

。

瞑
想
的

世
界
認
識
と

宗
教
研
究

　
　
　
　
　
　
代
表
者
　
葛
西

賢
太

コ

メ

ン

テ

ー

タ
・

司
会
　
鶴
岡
賀
雄

MBSR

に

お

け
る

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

の

あ
り
方

126（96Q）
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井

　
上

　
ウ

ィ

マ

ラ
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竃
言
島
⊆

ヲ

霧
。゚

σ

鋤
ω

o
匹

自゚

＃
 
ワ゚

の

吋

o
α

ロ
o
自
O
昌

胃
O
鴎

蠢
ヨ

（

マ

イ

ン

ド
フ

ル

ネ
ス

に

基
づ

い

た

ス

ト

レ

ス

緩

和
法
）

は
、

』

自
囚
勉

σ

畧
−

N
置
P

に

よ
っ

て
［

九
七
九

年
に

マ

サ

チ
ュ

セ

ッ

ツ

大

学
医
学
部
に

創
始
さ

れ
、

こ

れ

ま

で

に

約
二

万
人
の

患

者
た
ち
が
八
週
間

（

三

十
名
程
度
の

グ

ル

ー

プ
で
一

回
二

時
間

半）

の

プ
ロ

グ
ラ

ム

を
終
了
し
そ
の

成
果
を

体
験
し
て

い

る
。

　

当
初
は

治
療
困
難
な
慢
性
疼
痛
か
ら

高
血
圧、

心
臓
疾
患

、

が
ん
、

エ

イ
ズ

な
ど

の

患

者
が
こ

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

に

参
加

す
る
こ

と

が

多
か
っ

た

が、

現
在
で

は

摂

食
障

害
、

パ

ニ

ッ

ク

障
害
な
ど
に

も
効
果
が

あ
る

こ

と

が

検
証
さ
れ
て

い

る
。

一

九
九

五

年
か
ら
は

O
Φ

葺

奠
h

霞

≦
⇒

亀
ロ
〒

澪
。っ

。廖

営

家
 

90

ぎ
ρ

自
Φ

巴
け

げ

o

費
 

磐
鼬

ω

8剛
Φ

身
（
穿
9”
＼
＼

ミ
≦

≦°

口

琶
p

器
ヨ
 

9
Φ

ユ
嘗
＼
oo

耳
ゆ
p
け
り
ω

O

臨
こ
11

亀
b 。

鵠

鱒

O

目
b。°
b。
 ）

が

作
ら

れ

MBSR

の

幅
広
い

普

及
が

継
続
さ
れ
て

い

る
。

　
MBSR

が
〕
］

本
で

も
広
く
注
目
を
集
め
始
め

た
の

は
、

う
つ

の

再

発

予
防
に

効

果
が
あ
る

こ

と
が
検
証
さ
れ
た

マ

イ
ン

ド
フ

ル

ネ
ス

認
知
療

法

や
ア

ク

セ

プ
タ
ン

ス

＆

コ

ミ

ッ

ト
メ

ン

ト
セ

ラ

ピ
ー

な

ど
の

第
三

世
代
の

認
知
療
法
が
紹
介
さ
れ

始
め

て

か

ら

で

あ
る

。


