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パ ネル

技
術
の

自
然
と

身
体
に

対
す

る

介
入
を
積

極
的
に

評
価
す
る

傾
向
は、

こ

の

段
階
で
一

般
化
す
る
と

考
え
る

こ

と
が

で

き
る

。

　
一

九
七

六

年
の

毛
沢
東
の

死

後
、

郡
小

平
の

下
で

改
革
開
放
政
策
が

採

ら
れ

る

と
、

正

統
的
な

生
物

学
（

遺
伝
子
学）

が

復

活
す
る

が
、

そ

れ

は

遺
伝
子
が

「

劣

性
」

の

資
質
の

原
因
で

あ
り、

そ

れ
を

除
去
す

る

こ

と

を

主
張
す
る

優
生

学
的
な

言
説
を
大
量
に

生

み
出
し

た
。

現
在
の

中
国
に

お

け

る

「

計
画
生
育
」

政
策
は

強
制
力
に

基
づ

く
も

の

で

あ
る
が、

そ

の

背

景
に

は
、

民
間
レ

ベ

ル
、

特
に

知
識
人
の

間
で

の

優
生
思
想
へ

の

広
範
な

コ

ン

セ

ン

サ

ス

が

存
在
す
る

の

で

あ
る

。

　
つ

ま

り、

中
国
に

お

い

て

は
、

全
体
論

的
宇
宙
観
と

い

う
宗
教
的
な
思

考
を
通
し
て

近
代
が

吸

収
さ

れ

る

と

同
時
に、

そ

の

過

程
で

全
体
論
的

宇

宙
観
自
体
が

変
容
し
、

現
在
の

生

命
倫
理
言
説
に

至
る

考
え

方
を

生
み

出

し

た

の

で

あ
る

。

そ

れ

を
一

つ

の

宗
教
思
想
と
し
て

分
析
す
る

と

い

う

視

点
は
、

必
然

的
に
、

中
国
的
な
生

命
倫
理

言
説
を
歴
史

的
に

相
対
化
す
る

こ

と

に

繋
が

る
で

あ
ろ

う
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま

と

め

安

藤

泰

　
至

　
近

年
、

本
学
会
に

お

い

て

は
生

命
倫
理
に

関
係
し

た

研
究
発
表
が

増
え

て

い

る
。

し
か

し、

「

宗
教
と

生

命
倫
理
」

と
い

う
テ

ー
マ

は
、

「

宗
教
」

「

生

命
倫
理
」

と

い

う
そ
れ
ぞ

れ

の

語
に

複
数
の

意
味
や

次
元
が

あ
る
だ

け
で

な

く、

生

命
倫
理

自
体
が

学
際
的
な

分
野
で

あ
る

こ

と

や、

（
広
義

の
）

宗
教

学
に

は

固
有
の

方
法
論
が

な
い

こ

と

な

ど
に

よ
っ

て
、

議
論
が

拡
散
し、

か

み

合
わ

な

い

こ

と

も

少
な

く
な

い
。

本
パ

ネ
ル

の

目
的
は
、

宗
教
が
生

命
倫
理
に

つ

い

て

ど

の

よ

う
に

発
言
で

き
る

か、

と
い

う
通
常

の

問
い

を

裏
返
し
て、

生

命
倫
理
に

つ

い

て

語
る

こ

と
（
あ
る
い

は

語
れ

な

い

こ

と
）

が

宗
教
や

宗
教
学
に

と

っ

て

ど
の

よ

う
な

意
味
を

も
つ

の

か
、

と

い

う
問

題
設
定
を

と

る

こ

と

で、

宗
教
と

生

命
倫
理
を
め
ぐ
る

問

題

群
を
整
理
し
つ

つ
、

そ

こ

に

多
様
な

議
論
の

土
台
と
な

る

共
通
の

基
盤

を

探
る

こ

と

に

あ
っ

た
。

四

入
の
パ

ネ
リ
ス

ト
は

そ
れ
ぞ

れ、

キ
リ

ス

ト

教

（

土

井）
、

仏
教
（
佐
藤
）

の

立
場
か

ら
、

宗
教
に

依
拠
せ

ず
に

生

命

の

価
値
の

問
題
を
問
お

う
と

す
る
生
命

学
（
森
岡）

の

立
場
か

ら、

実
証

的
宗

教
学
（
池
澤）

の

立
場
か

ら、

生

命
倫
理
の

問
題
が

そ

れ
ぞ

れ

の

研

究
や

実
践
に

ど

の

よ

う
な
問
い

を
投
げ
か

け
て

い

る
の

か

に

つ

い

て

発
表

を

行
っ

た
。

土

井
健
司
は

、

生
命
倫
理
の

問
題
が

医
学
研
究
や

医
療
の

場

に

お

い

て

忘

却
さ

れ
て

き
た

の

は
誰
か

と

い

う
問
い

を
根
本
に

も
っ

て

お

り
、

生
の

周

縁
に

い

る

人
々

へ

の

忘

却
を

回
復
す
る

と

い

う

方
向
性
を

帯

び
て

い

る
と

す

れ

ば
、

歴
史
的
に

キ

リ

ス

ト
教
躍
進
の

大
き

な
原

動
力
と

な
っ

た

隣
人

愛
や
フ

ィ

ラ

ン

ス

ロ

ピ

ア

（
人
間
愛
）

と

い

っ

た

キ

リ

ス

ト

教
思

想
が

い

ま
一

度
試
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

論
じ
た

。

佐
藤
雅

彦
は

、

生
命
倫
埋
の

問
題
に

答
え
る

の

は、

仏
陀
の

教
説
そ
れ
自

体
や
そ

の

手
が
か

り
と

な
る

仏
教
経
典
で

は

な

く、

仏
陀
の

教
説
を

「

こ

の

よ

う

に

受
け
と

め

さ

せ

て

い

た

だ
く

」

と

い

う

姿
勢
で

具
体
的
な
現
実
に

関
わ

っ

て

い

く
「

宗
教
家
」

で

あ
る

と
し、

誰
も
が

救
わ
れ

る

仏
教
を
標
榜
す

る

の

で

あ
れ

ば、

賛
否

両
論
あ
る

生

命
倫
理

問
題
に

答
え

る

際
に

は、

是

非
論
を

超
え
た

発
言
を
用
意
す
べ

き

だ
と

述
べ

た
。

こ

う
し

た
宗
教
サ

イ

ド

か

ら
の

二

人
の

提
題
に

対
し、

森
岡
正

博
は、

臓
器
移
植
法
改
正
を

め
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パ ネル

ぐ
る

近
年
の

議
論
を

例
に

挙
げ
つ

つ
、

子

ど

も
の

脳

死
移
植
へ

の

慎
重

論

の

な
か

で

は
、

移
植
を

待
つ

「

こ

の

子
の

い

の

ち

を

救
え
」

と

い

う

＝
言

に

対

抗
で

き
る
よ
う
な

力、

人
々

の

宗
教

性
の

次
元
の

心
に

訴
え

か

け
る

よ
う
な

力
を
も
っ

た

言
葉
が

発
明
で

き
な
か

っ

た

と

述
べ
、

宗
教
教
団
や

宗
教

者
か

ら
の

取
り

組
み

は

そ

う
し
た
形
で

人
々

の

心
に

届
か

な
か

っ

た

の

で

は

な
い

か

と
問
い

か

け
た

。

最
後
に

池
澤
優
は

、

中
国
に

お

け
る

生

命
倫
理
の

言
説
を
題
材
に、

そ

う
し

た

言

説
は

宗
教
的
伝
統
を

直
接
に

反

映
し
た
も
の

で

は

な

く、

宗
教

的
伝
統
文

化
と
近

代
と

の

間
で

織
り
な

さ

れ
た

双
方
向
的
な
歴

史
の

プ

ロ

セ

ス

か

ら
生
み

出
さ

れ
た
も
の

で

あ
る

こ

と

を

指
摘
し

、

生
命
倫
理

言
説
自
体
を
］

種
の

宗
教
性
と
し

て

見
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

そ

れ
を
歴
史
的
な

形
成
物
と

し
て

相
対
化
す
る

可
能
性
に

つ

い

て

論
じ
た

。

コ

メ

ン

テ
ー

タ
の

安
藤
泰
至

は、

生

命
倫
理
が

な
ん
ら
か

の

「

い

の

ち

に

つ

い

て

の

語
り

」

で

あ
る
以
上、

生

命
倫

理
言

説
は

そ
れ

を
語
る

者
た
ち

が

自
覚
す
る

か

否
か

に

関
わ
ら

ず
、

「

い

の

ち

の

語
り、

自
覚、

表
現
」

を
本
質
と

す
る

広
い

意
味
で

の

宗
教
と

必
然
的
に

重
な
っ

て

こ

ざ
る

を

得
な

い

こ

と

を

指

摘
し
た

。

ま

た、

広
い

意
味
で

の

宗
教

的

生
命
倫
理
は、

も

っ

ぱ
ら

個

人
の

こ

の

世
に

お

け

る
「

生

活
」

「

人
生
」

と

い

っ

た
レ

ベ

ル

で

い

の

ち

を

語
る

世
俗
的
生
命
倫
理
に

対
し

て
、

現

世

的
な
生
を

超
え
た

「

永
遠
の

い

の

ち
」

や

「

人
間
を
超
え
た

い

の

ち
」

を

も

問
題
に

す
る

こ

と

で、

い

の

ち

の

価

値
や

意
味
へ

の

本
来
的
な

問
い

を

深
め

ら
れ
る
一

方
で

、

そ

れ

ぞ

れ
の

生

活
・

人
生
を
生
き
る

個
々

の

人
々

の

生
へ

の

ま

な
ざ
し

を
弱
め
、

国
家
的
な

レ

ベ

ル

で

の

生
死
の

全
体
的
管

理
に

与
し
て

し
ま

う

危
険
性
に

つ

い

て

も

注
意
を
促
し
た

。

さ

ら
に

、

生

命
の

価
値
や
意

味
を
め

ぐ
る

問
い

に

お

い

て

宗
教
の

独

自
性
は

ど
こ

に

あ

る
の

か、

宗
教
が

生
の

周
縁
に

あ
る
人
に

寄
り

添
う
と

は
ど
の

よ

う
な

関

わ
り

方
を

意
味
す
る

の

か
、

と

い

っ

た
フ

ロ

ア

か

ら
の

質
問
も
交
え
て、

白
熱
し
た

議
論
が
展

開
さ
れ

た
。

宗
教
と

生

命
倫
理
を
め

ぐ
る
パ

ネ
ル

は

本
学
会
で

初
め

て
で

あ
る
が、

満
員
の

聴
衆
と

熱
気
は

こ

の

問
題
に

対
す

る

関
心
の

高
さ

を
う
か

が
わ

せ

た
。
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