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パ ネ ル

と

い

う

科
学
的
研
究
結
果
へ

の

接
点
を

見

出
す
こ

と

が

可
能
と

な
る

。

つ

ま
り

宗
教
は

、

精
神
的
あ
る

い

は

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

な

次
元
を

介
し

て
、

心
身
に

影

響
を

与
え

る
。

こ

れ
は、

宗
教

的
救
い

が

身
体
的

救
い

（
ぴ
〇
四一−

ぎ
σq）

を

無
視
で

き

な

い

こ

と

を
示

す
。

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

な

次

元
の

根

拠
は
イ
マ

ゴ

。

デ
イ

と

い

う
概

念
に

基
づ

く
。

 
救
い

に

お

け
る

健
康
や

身
体
の

位
置
　
　
「

救
済
」

は

宗
教
と

医
学
の

実
現
す
べ

き

同
じ

目
標
で

あ
り、

両
者
の

関
係
が

本
来
非
常
に

密
接
で

あ

る
こ

と

が

わ

か

る
。

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は
、

「

イ

エ

ス

は
、

何
は

さ

て

お

き

癒

し
を

行
う

者
で

あ
る

」 、

「

イ
エ

ス

に

お

い

て、

宗
教
的
な
も
の

と

医
学
的

な
も
の

と

の
一

致
を

最
も

鮮
明
に

示
し

て

い

る
」

と

指
摘
す
る

。

医
学
研

究
が、

宗
教
と

健
康
の

問
題
を

明
ら
か

に

し
つ

つ

あ
る

現
在、

キ
リ
ス

ト

教

学
は

救
済
の

文
脈
の

中
で

肉

体
の

救
済
が
ど
の

よ

う
な
意

味
を

持
つ

の

か、

心

身
の

健
康
の

問
題
は

ど
の

よ

う
に

議
論
さ

れ
、

位
置
づ

け
ら
れ
る

の

か

を

明
ら

か

に

す
る
必

要
が
あ

る
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と

ま
と

め

芦

　
名

定

道

　
キ

リ

ス

ト
教
思
想
は、

ポ

ス

ト

近
代
の

思

想
的
状
況
下
に

お

い

て、

多

様
な

動

向
を
示

し

て

い

る
。

そ
の

中
で、

と

く
に

顕
著
な

も
の

の
一

つ

が
、

「

キ

リ
ス

ト

教
と

自

然
科
学
」

を

め
ぐ
る

議

論
で

あ

り
、

と

く
に

欧

米
の

キ
ワ

ス

ト

教
研
究
に

お

い

て

言
え

ば、

マ

ク

グ
ラ

ス、

ク

レ

イ
ト

ン
、

カ

ブ、

マ

ク
フ

ェ

イ
グ

な
ど

英

語

圏
の

神
学
者
か

ら
バ

ネ
ン

ベ

ル

ク
、

モ

ル

ト

マ

ン

ら
の

ド
イ
ツ

語
圏
の

神
学
者
ま

で
、

そ

の

広
が

り
は

キ

リ

ス

ト
教
思

想
の

広
範
な

領
域
に

及
ん

で

い

る
。

こ

れ
は
、

キ

リ
ス

ト
教

思

想
で
、

伝
統
的
に

「

自
然
神
学
」

と

呼
ば
れ

る

思
想
領
域
に

関
わ

る

問

題
で

あ
る
が

、

伝
統
的
で

古
典
的
な

自
然
神
学
を

踏
ま

え

つ

つ

も
、

現
在

の

ポ
ス

ト
近

代
の

知
的
状
況
に

即
し
た

自
然

神
学
の

再
構
築
が

世
界

的
広

が

り
に

お

い

て

求
め

ら

れ

て

い

る

と

い

う
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

実

際
、

一

九
世

紀
〜
二
一

世
紀
に

か

け
て、

自
然

神
学
の

問
題

領
域
は、

天

文

学
や

物
理

学
か

ら、

生

命
科

学
（
進
化

論
を

含
む）
、

心
理

学、

そ

し

て

脳
神
経
科
学
へ

と
大
き

く

拡
張
し、

そ
の

学
的
墓
礎
の

再
検
討
な
し

に

は、

今
後
の

キ
リ
ス

ト

教
思
想
の

積

極
的
な
展

開
は

期

待
で

き
な
い

。

ま

た
、

こ

う
し

た
キ
リ
ス

ト

教
思
想
が

直
面
し
つ

つ

あ
る

問
題
状
況
（
科
学

技
術
時
代
の

宗
教
と
い

う

事
態
）

は
、

二
冖

世
紀
の

宗
教
思
想
研
究
全
般

に

と

っ

て

も
、

共

有
可

能
な

、

ま

た

避
け

て

通
れ

な
い

も
の

と

思
わ
れ

る
。

　

本
パ

ネ
ル

は
、

以
ヒ
の

問
題
状
況
を

前
提
に

企
画
さ

れ

た
。

各
パ

ネ
リ

ス

ト
に

は

そ

れ
ぞ

れ
独

自
の

視
点
か

ら

発
表
い

た

だ

い

た

が
、

パ

ネ

ル

全

体
と

し
て

は
、

日
本
に

お

け
る

キ

リ

ス

ト
教
思

想
研
究
の

新
た

な

可

能
性

を

展
望
す
る

こ

と

が

目

指
さ

れ
た

。

ま

ず
濱

崎
雅
孝
氏
に

は
、

「

科
学
と

神
学
の

対
話
」

を
め

ぐ
る

現

代
キ

リ
ス

ト

教
神
学
の

問
題

状
況
を
確
認
し

た

上
で

パ

ネ
ル

全
体
の

議
論
の

方

向
付
け
を
お

願
い

し
、

続
く

落
合
仁
司

氏
に

は、

キ

リ

ス

ト

教
思
想
と
科

学
の

関
わ

り
を
論
じ
る

際
に、

そ
の

基

礎
と

な
る

「

数
学
」

の

役
割
に

つ

い

て

議
論
い

た

だ
い

た
。

こ

う
し
た

理

論
的
基
礎
論
に

対
し

て
、

金
承
哲
氏
に

は、

生

命
科
学
（
と

く
に

ク
ロ

ー

ン

技
術
な
ど）

の

進
展
が

キ
リ
ス

ト

教

神
学
に

い

か

な
る

問
い

を
突
き

つ

け

て

い

る

の

か
、

杉
岡
良
彦
氏
に

は
、

現
代
医
学
の

問
題
状
況
で

、

宗
教
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パ ネ ル

の

問
題
を
論
じ

る

意
義
は

ど

こ

に

あ
る

の

か

と

い

っ

た
視
点
か
ら

発
表
い

た

だ
き、

「

宗
教
と

科
学
」

と

い

う

問
題
圏
が

有
す
る

実
践
的
な

射
程
の

明
確
化
が

試
み

ら
れ

た
。

最
後
に

コ

メ

ン

テ

ー
タ
の

今
井
尚
生

氏
に

は、

個
々

の

論
点
に

つ

い

て

の

コ

メ

ン

ト
と
と
も
に、

キ

リ

ス

ト

教

神
学
と

現

代
物
理

学
と

い

う

専
門
領

域
か

ら、

発
表
全

体
に

対
し

て

論
評
い

た
だ
い

た
。

　

以
上
の

発
表
と

コ

メ

ン

ト
、

そ
し

て

フ

ロ

ア

と

の

質
疑
応
答
を

通
じ

て、

「

宗
教
と

科
学
」

の

問
題

圏
か

ら

見
た

キ
リ
ス

ト

教
思

想
の

新
し

い

可

能
性
に

つ

い

て

包
括
的
か

つ

具
体
的
な

議
論
が

な
さ

れ

る

と

と

も
に
、

次
の

よ
う
な

問
題
点
や
今
後
の

課
題
が

明
ら
か

に

な
っ

た
。

　

ま

ず
、

キ
リ
ス

ト

教
思
想
の

側
に

現
代
科

学
と

の

対
話
が

求
め

ら
れ
て

い

る

こ

と

は
理

解
で

き

る
と
し
て

も
、

科
学
の

側
に

お

い

て、

宗
教

・

神

学
と

対
話
す
る

意
義
は

ど

こ

に

認
め

う
る

の

か

に

つ

い

て

は
、

論
点
を
整

理
し

問
題
の

所
在
が

明
ら

か
に

さ

れ
ね

ば

な
ら
な
い

。

と

く
に

現
代
日

本

の

学
的
状
況
下
で、

宗
教
と

の

関
わ

り
を

積
極
的
に

考
え
て

い

る

科
学
者

や
医

者
は

少
数
者
で

あ

り
、

む

し
ろ、

科
学
的
説
明
に

問
題
を

還
元
す
る

傾
向
（
事
柄
の

説
明
や
理

解
に

お

い

て

宗
教
が

何
ら
か

の

役
割
を

果
た

す

こ

と
へ

の

懐
疑
論
・

否

定
論
）

が

顕

著
で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は
、

日
本
に

お

い

て

「

宗
教
と

科
学
」

の

関
係

性
が

問
題
と

し

て

共
有
さ
れ

難
い

原
因

の
一

端
を
な
し
て

い

る
。

し

か

し

同
時
に

、

こ

う
し

た

近
現

代
日

本
の

知

的
状
況
が

そ

れ

自
体
問
題

的
で

あ
る
こ

と

も

指
摘
さ

れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

ま

た
、

神、

人

間
、

自
然
と

い

っ

た

伝
統
的
な

階
層
的
区
分

・

境
界
線
が

揺
ら

い

で

い

る

現
代
の

状
況
に

つ

い

て

は、

そ
れ
を

世
俗
化
過

程
の

中
に

位
置
づ

け、

そ
こ

か

ら

伝
統
的
な

キ
リ

ス

ト

教
神
学
の

変
革
を

論
じ
る

こ

と

も

可
能
で

あ
る

が、

空
間
的

境
界
線
と

合
わ
せ

て

主

観
客
観
と
い

う

議

論
の

枠
組
み

自
体
も
再
考
を

要
す
る

。

さ
ら
に
、

現
代
数
学
が
切
り
開
い

た
議

論
の

地

平
（

神
に

つ

い

て

語
る

隠
喩
と

し

て

数
学
は

従
来
矛
盾
と

し

て

処
理
さ

れ

て

き
た

問
題
を
新
た

に

論
じ
る
こ

と

を

可
能
に

し
て

い

る）

も、

現
代
の

宗
教
思
想
と

の

接
点
を
明
確
化
す
る

と

も

に
、

再

度
キ

リ
ス

ト
教
思
想

史
の

伝
統
的
議
論
の

中
に

位
置
づ

け
ら

れ

る

必
要
が
あ
る

。
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