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パ ネ ル

パ

ネ
ル

の

主

旨
と

ま

と

め

山
　

中

弘

　

本
パ

ネ
ル

は
、

昨

年
の

筑
波
大
学
で

の

学
術
大
会
に

お

け
る、

日
本
学

術

会
議
「

哲

学
・

倫
理
・

宗
教
教

育
」

分

科
会
と

の

共

催
の

パ

ネ
ル

「

「

宗
教
的
情
操
教
育
」

を
め

ぐ
る

諸
問

題
」

に

続
い

て、

同

分

科
会
と

の

共

催
に

よ
る

も
の

で

あ
る
。

こ

の

パ

ネ
ル

の

目
的
は、

「

宗
教
知
識

教

育
」 、

「

宗
教

的
情
操
教
育
」

と

い

っ

た

二

者
択
】

的
な

問
題
設
定
か

ら
一

旦

離
れ
て
、

海
外
に

お

け
る

宗

教
教
育
の

実
情
を

確
認
し

、

そ
の

上
で

日

本
の

学
校
の

現

場
で

行
わ
れ
て

い

る、

広
い

意
味
で

の

宗
教

？

道
徳
）

を

め
ぐ
る

教
育
の

現
状
を

明
ら
か

に

し
て、

日

本
の

宗
教

教
育
の

特
質
と

今

後
の

あ
り

方
を

模
索
す

る

こ

と

に

あ
っ

た
。

　

藤
原
聖

子、

矢
野

秀
武
の

発
表
で

は、

宗
教
文
化
を

異
に

す

る

イ
ギ
リ

ス

と

タ

イ
に

お

け

る

「

市
民

性
教
育
」

な
い

し

「

宗
教

教
育
」

の

実
情
に

焦
点
を

当
て、

い

わ
ば

海
外
の

教
育
現
場
で

の

「

見
え

る
宗
教
教
育
」

の

現
状
を

報
告
し

た
。

藤
原
は、

自
ら
の

宗
教
教
育
の

六

分
類
の

う
ち

、

「

異
文
化
間
の

相
互
理

解
の

た
め
の

多
文
化
主

義
」

を

念
頭
に

お

い

て
、

戦
略
的
に

、

宗
教

学
を

通
じ
て

「

異
文
化
理

解
の

幅
が

広
が
る
」

と

呼
び

か

け
る
こ

と

で
、

教

育
学
界
内
の

市
民
性
教
育
や

異
文

化
問
教
育
な
ど

の

推
進
派
と

の

連
携
を

行
う
と

い

う
提
案
を

示

唆
す
る

と

と

も
に、

「

市
民

性
教
育
」

を

実
践
し
て

い

る

イ
ギ
リ
ス

の

具
体
的
な

事
例
を
紹
介
し
た

。

次
い

で、

矢
野
は
、

タ
イ

に

お

け
る
公

教
育
の
一

環
で

あ
る

仏
教

教
育
の

多
様
性
に

つ

い

て

紹
介
し、

そ

の

背
景
と

し
て

タ
イ
の

公

認
（
宗）

教
制
を

「

明
ら

か

に

し、

公
認
の

宗
教
お

よ

び

宗
教
団
体
が
公

的
な
役
割
を
帯
び
て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

た
。

さ

ら

に

国
家
に

よ

る

宗
教
カ

テ
ゴ

リ
ー

の

形
成

と

そ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー
へ

の

帰
属
意
識
の

創
出
と

い

う

点
に

着
目
し、

こ

れ

が

宗
教
教

育
の

土

台
作
り
に

寄
与
し

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

た
。

　
こ

の

二

つ

の

発
表
に

引
き

続
い

て
、

日

本
の

宗
教
教
育
の

事
例
を
検
討

す

る

報
告
が

な
さ

れ
た

。

も
ち

ろ

ん、

日

本
で

は

公
教
育
で

の

特
定
の

宗

教
の

教
育
は

禁
止
さ

れ

て

い

る
。

し

か

し、

現
実
に

は、

知
識、

情
操
の

両
面
に

お

い

て、

宗
教

教
育
と

い

う

形
を

と

ら
ず
と

も
、

「

倫
理
」

な

ど

の
一

般
教
科、

あ
る

い

は

「

心
の

ノ

ー
ト

」

な

ど

を
通
し

て
、

そ

れ
ら

が

行
わ

れ
て

い

る
と

も
い

え

る
。

い

わ
ば、

「

見
え

な
い

宗
教
教

育
」

が

あ

る

わ
け

で

あ

り
、

こ

の

「

見
え

な
い

宗
教
教
育
」

に

注
目
す
る
こ

と

が

必

要
な
の

で

あ

る
。

そ
こ

で
、

そ

の

実
態
に

つ

い

て
、

ま
ず
江
田
昭
道
が
、

高
校
の

「

公

民
」

の

学

習
指
導
要
領
解
説
な
ど

の

検
討
を

通
じ

て
、

仏
教

が

イ
ン

ド
と

日
本
と

に

区
別
し
て

教
え
ら
れ、

後
者
で

は
、

思
想
発
展
史

的
な

観
点
か

ら
、

鎌
倉
新
仏
教
を
中
心
と

し
た

口
本
仏
教
の

独
自
性
の

強

調
が

存
在
す

る
こ

と

を

明
ら

か

に

し
た

。

次
い

で

弓

山
達
也
は

、

「

心
の

ノ

ー

ト
」

を

官
製
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

の

試
み
」

と

捉
え

、

教
育
現
場
で

は
、

そ

の

抽

象
性
と

教
え
に

く
さ

が

指
摘
さ

れ

て

い

る
と

し

た
。

そ

の

上

で
、

そ

れ
を

改
善
す
る

た
め

の

試
み

と

し

て
、

京
都
府
内
の

道
徳
教
育
の

モ

デ
ル

校
で

あ
る

二

つ

の

公
立
小
学
校

、

中
学
校
の

事
例
を

紹
介
し

、

そ

れ
を

「

地
域
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

の

試
み

と

し

て

評
価
し

た
。

　
以
上
の

四
つ

の

発
表
に

対
し

て
、

コ

メ

ン

テ

ー

タ

の

土
屋

博
は、

本
パ

ネ
ル

が
、

日

本
以

外
の

文
化
状
況
に

目
を

向
け

た

こ

と

を

評
価
す
る

と

と

も
に

、

藤
原
氏
の

問
題
提
起
を
生
産

的
で

有
効
で

あ
る
と

し
た

。

ま

た、

矢
野
が

紹
介
し

た、

公

認
（
宗）

教
制
を

取
る

タ

イ

の

事
例
を
日

本
の

状
況
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パ ネ ル

と

の

対
比
に

お

い

て

注

目
さ

れ

る

と

し
た

。

江
田

の

発
表
に

対
し
て

は、

指
導
要
領
な
ど

の

記
述
に
、

「

根
源
主

義
」

と

「

発
展
段

階
論
」

が

存
在

し
て

お

り、

宗
教
現

象
の

個
別

性
が
容

易
に
一

般
化
さ
れ

得
な

い

こ

と

に

注
意
を

喚
起
す
べ

き
だ
と

し

た
。

弓
山
の

指
摘
し

た
「

地
域
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
リ
テ

ィ
」

は
、

官
製
の

そ

れ
が

持
っ

て

い

る

ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

を

相
対

化
す
る

と

い

う
意
味
で

重

要
で

あ
る

が、

地

域
の

特
殊
性
の

普
遍
化
に

は

警
戒
す
る

必
要
が

あ
る

と

し

た
。

　
以
上
の

発
褒
と

コ

メ

ン

ト

に

対
し
て、

会
場
か

ら
は、

宗
教
に

係
わ

る

社
会
教
育
の

中
立

性
の

問
題、

高
齢
者
の

看
取
り
な
ど
の

福
祉
教
育
と

の

係
わ

り、

さ
ら
に

は

「

地
域
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

」

の

も
つ

問
題

性
の

指
摘
な
ど

を
め

ぐ
っ

て
、

活
発
な

意
見
が

交
わ
さ
れ
た

。

生
命
倫
理
の

問
題
は
宗

教
お

よ
び
宗
教
学
に

　
　

何
を
問
い

か

け
る

の

か

？

代
表
者

・

コ

メ

ン

テ

ー
タ
・

司
会

　
安
藤
泰
至

キ

リ
ス

ト

教
に

お

い

て

生
命
倫
理

を

語
る

可

能
性

土

　
井

健

司

　
ア
メ

リ
カ

に

お

け
る
生

命
倫
理

の

誕
生
は
一

九
七
〇
年
前
後
で

あ

る

と

…
胃
わ
れ

る

が
、

そ

の

前
後
し
ば
ら

く
キ
リ
ス

ト

教
神
学
老
の

影
響
は

大
き

い

も
の

で

あ
っ

た

し、

ま
た

目
立
つ

も
の

で

は

な

い

が
、

今
日

で

も
一

定

の

影

響
力
は

認
め

ら
れ
る

。

生

命
倫
理
の

問
題
が

そ

も

そ

も

キ

リ

ス

ト
教

に

と
っ

て

何
で

あ
る
の

か

と
い

う
視
点
か

ら
す
る

な

ら
、

キ

リ

ス

ト

教
が

復

活、

永
遠
の

命
を
は

じ
め
と

し

て

「

い

の

ち
」

の

問
題
を

根
本
に

お

い

て

説
く
以
上

、

そ

れ
は

そ
の

本
質
に

関
わ
る

問
題
で

あ
る

は

ず
で

あ
る

。

歴
史

的
に

は
、

と

く
に

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
で

は

善
行
の

問
題
と
の

関
連
で

す

で

に

十
六

世
紀
以
来
医
療
倫
理
が

論
じ
ら

れ

て

き

た
。

　
さ
ら
に、

近
年
の

学
説
で

は
、

ロ

ー
マ

帝
国
内
で

三

世
紀
後
半
に

キ
リ

ス

ト

教
が
飛

躍
的
に

拡
大
し
た
理

由
は

疫
病
の

蔓
延
に

対
す
る
看
護
で

あ

っ

た
と

い

う
。

一

つ

に

は

看
護
に

よ
っ

て

キ

リ
ス

ト

者
の

死
亡

率
が

減

り、

ま

た

死

亡
率
の

減
少
が

あ
る

種
「

奇
跡
」

と

し
て

入

信
者

数
を
増
加

さ

せ

た

か

ら
だ

と

考
え

ら

れ
る

。

エ

ウ

セ

ビ

オ

ス

の

『

教
会
史
』

に

見
ら

れ

る
よ
う
に、

そ

の

さ

い

死
に

ゆ

く

者
、

死
者
へ

の

世
話
は

キ
リ

ス

ト

者

に

特
徴
的
で

あ
っ

た
。

こ

の

看
護
は

キ

リ

ス

ト

教
に

お

け
る

愛
の

実
践
と
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