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パ ネ ル

を
「

宗
教
」

と

い

う

共
通
の

次
元
で

キ
リ
ス

ト

教
と

比

較
し、

彼
ら
と

対

等
の

立
場
で

対
話
す
る

と
い

う
こ

と

は

な
か

っ

た
。

諸
宗
教
に

通
底
す
る

宗
教
的
哲
学
的
真
理
を

見
い

だ
そ

う
と

し
た
ピ
コ

の

思
想
は、

後
の

比
較

宗
教
学
の

プ

ロ

ト

タ
イ

プ
と

言
い

う
る
も
の

で

あ
る

か

も
し
れ

な
い

が
、

そ
こ

で

見
い

だ
さ

れ
た

諸
宗

教
に

共
通
す
る

真
理
と

は
、

や
は

り

キ
リ
ス

ト
教
的
な
も

の

以
外
で

は
あ
り

得
な
か

っ

た
。

こ

こ

に

ル

ネ
サ

ン

ス

と

い

う
時
代
を

象
徴
す
る
ピ

コ

の

意
義
と

限
界
を

認
め
る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

西
欧
に

お

け

る

仏
教
理

解

　
　

−
認
知
科
学
に

お

け

る

そ

の

可

能
性
と

問
題
点

ー

司

　
馬
　
春

　
英

　
最
初
に

F
・

ヴ
ァ

レ

ラ
の

認
知
科
学
の

要
点
を

概
観
し

、

彼
の

独
自
な

立
場
形
成
に

際
し

て

の

仏
教
思
想
か

ら
の

影

響
を

確
認
す
る

。

こ

こ

で

は

「

表
象
」

主
義
的
「

認
知
」

観
の

仮
象
性
が

露
呈
さ

れ
る

。

次
い

で
、

中

観
・

唯
識
の

対
論
を

暼
見
し、

こ

の

対
論
を
仮
象

批
判
そ

の

も

の

の

立
脚

点
を

め

ぐ
る

相
互
批
判
と

し

て

解
釈

す
る

。

最
後
に
、

以

上
を

踏
ま
え

て
、

自
ら
の

仮
象
性
の

自
覚
化
は
い

か

に

し

て

可

能
か

と

い

う

問
い

を
提

起
し
て

、

宗
教
間
対
話
と
い

う

営
み

を

問
い

直
す

契
機
と

し
た

い
。

　
一

　

F
・

ヴ
ァ

レ

ラ

の

認
知

科
学
と

仏
教

−
観
察

者
と

い

う
仮
象
と

　
　

　
「

空
」

　
ヴ
ァ

レ

ラ

の

「

イ
ナ

ク
テ
ィ

ヴ
・

ア

プ
ロ

ー
チ
」

に

よ
る

「

認
知
」

の

定
義
は、

「

認
知
と

は

表
象
で

は

な
く、

身

体
と

し

て

あ
る

行
為
な
の

で

あ

り
、

我
々

が

認
知
す
る

世
界
は

所
与
の

も

の

で

は

な
く
、

我
々

の

構
造

的
カ

ッ

プ

リ
ン

グ

の

歴

史
を

通
し

て

産
出
さ

れ
る

も
の

で

あ
る

」

と

い

う

も
の

で

あ

る
。

こ

こ

か

ら

読
み

取
れ

る
の

は、

第
一

に、

観
察

者
の

立

場
と
そ

こ

か

ら

独
立
し

た

所
与
の

世
界
と
い

う

図
式
を

前
提
と

し

た

「

表
象
」

論
的

「

認
知
」

観、

つ

ま

り
近

代
物
理

学
モ

デ
ル

を

支
え

る

．．
竃
卑

碧
身
ω

貯．．
へ

の

批
判
で

あ
り

、

第
二

に、

身

体
的
生

命
活
動
に

定

位
し

つ

つ
、

あ
ら
ゆ

る

現
象
を
シ

ス

テ

ム

の

作
動
へ

と
回

収
し、

シ

ス

テ

ム

そ

の

も
の

に

対
し
て

意
味
づ

け
る

自
己

回

帰
的
な
．．
竃
簿
動

窪
o
ざ
ぴ身凶
Φ 、．

の

提
起
で

あ

る
。

彼
の

中
観
学
派
へ

の

着
目
は

第
一

の

観
点
と

深
く
関
わ

る
。

彼
は

ア

ビ

ダ
ル

マ

に

お

け
る

「

人

無
我
」

を
コ

ネ
ク

シ

ョ

ニ

ズ

ム

に

お

け
る

創
発
特
性
と
比

定
し

、

そ
こ

で

は

ま
だ

「

法
無
我
」

が

主
題
化
さ

れ
て

い

な
い

点
に

つ

い

て
、

自
存
的
世
界
の

前
提
と

表
象
主

義
の

残
滓
で

あ
る

と

す
る

。

「

法
無
我
」

を

説
く
大

乗
中
観
派
に

至
っ

て

初
め

て
、

自

存
的
世

界
と

い

う
前
提
を

払
拭
し

た

イ
ナ

ク

シ
ョ

ン

の

立

場
に

達
す
る

の

だ
。

「

縁
起
」

思
想
は

彼
に

と

っ

て、

「

所
与
の

外
的
世
界
の

回
復
と

し
て

の

認
知
（
実
在
論
）

と
、

所
与
の

内
的
世
界
の

投
射
と

し
て

の

認

知
（
観

念
論
）

と
い

う

前
門
の

虎
と

後
門
の

狼
に

挟
ま
れ

た

中
道
の

認

識
論
」

を

可
能
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

第
二

の

観
点
は、

彼

自
身
は

明
示
し
て

い

な

い

に

せ

よ、

唯
識

思

想
、

特
に

阿
頼
耶

識
論
と

深
く

関
わ

る
。

私
見

で

は

唯
識
論
は
正

に
、．

寓
簿
9

玄
巳
o
αq
帥

軌、

の

哲
学
で

あ

る
。

「

種
子
生

現

行
・

現
行
熏

種
子
・

三

法
展
転
・

因
果

同
時
」

と

は
、

阿
頼
耶
識
の

身
体

的
認
知
活
動
が

「

プ
ロ

セ

ス

の

結
果
が
プ
ロ

セ

ス

そ

の

も
の

と

な

り、

操

作
そ

の

も
の

が

自
己
に

回
帰
す
る
」

自
己

組
織
的
シ

ス

テ
ム

と

し

て

営
ま

れ
て

い

る

こ

と

を
示
し
て

い

る
。

生
命
の

来
歴
が

世
界
を

行
為
的
に

産

出
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パ ネ ル

す
る

の

で

あ
る。

　

二

　

中
観
・

唯
識
の

対
弧

甲
ー
1

仮

象
批
判
の

立
場

性
の

問
題

　
．．

竃
Φ

8
冨
篇
鱒”．

の

仮

象
を

露

呈
し

た

の

が

中

観
だ

と

す

れ

ば
、

、、
ピ
Φ

鐙
臣
o

δ
ゆq
凶

Φ．．

を

積
極
的
に

提
示
し
た

の

が

唯
識
だ
と

言
え

よ

う
。

し

か

し
、

両

派
の

間
に

は

仮
象
批
判
の

立

場
を

巡
る
熾

烈
な

論
争
が
あ
っ

た
。

中
観
は

、

唯

識
が
「

法
空
」

の

立
場
に

い

な
が

ら
「

識
」

を
立
て

る

矛
盾
を
つ

き
、

仮

象
批
判
を

促
し
て

く
る

働
き

を
存
在

考
化
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

新
た

な
仮

象
に

取
り

込
ま
れ
て

い

る

こ

と

を
批
判
す
る

。

そ

れ

に

対
し、

唯
識
派
は
、

仮

象
批
判
が

為
さ

れ
る

た

め

に

は
、

仮

象
が
生

起

す
る

場
を

確
保
せ

ね

ば
な
ら
ず

、

そ

れ
無
し
に

否
定
を

繰
り

返
す
こ

と

は

方
向
性
と

願
を

失
っ

た
「

悪

取
空
」

で

あ
る
と

中
観
派
を

批
判
す
る

。

両

派
と

も
に

仮
象
批
判
そ

の

も
の

の

仮
象
性
を
見

極
め

て

い

る
。

　

三

　
宗
教
問

対
話
と

い

う
営
み

ー
自
ら

の

仮
象

性
に

い

か

に

し
て

気

　
　

　

付
き
得
る

か

　

相
対
主
義
と
原
理
主

義
が

二

極
分

化
す
る

現
状
の

中
で、

宗
教
間
対
話

の

可

能
性
を
探
る

た

め
に

は
、

以
上
に

見
た

二

重
の

仮
象
に

陥
る

危
険
性

を
自
覚

化
し

て

い

く
道
を

共
有
し

な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

原
理
主

義
的
仮

象
を
批

判
す
る

の

は

容
易
だ
が

、

そ

の

際、

相
対
主
義
も
ま

た

観
察
者
の

立
場
と

い

う

仮
象
に

囚
わ
れ
て

い

る

こ

と

を

見
逃
す

わ
け

に

は

い

か

な

い
。

そ
れ
は
あ
ら

ゆ

る

パ

ー
ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ
を
承

認
し
て

い

る
か

の

よ
う

な

観
を
呈
し
な
が

ら、

自
ら

が

「

脱
パ

ー

ス

ペ

ク
テ

ィ

ヴ
」

と

い

う
仮

象

に

陥
っ

て

い

る
こ

と

に

気
付
か

な

い

こ

と

が

多
い

。

そ
れ

で

は
、

原
理
主

義
的
仮
象
を
批

判
し

得
る

地

平
に

は
到

底
立

ち
え
な
い

で

あ
ろ

う。

イ
ス

ラ

ー
ム

に

お

け

る

宗
教
問
対
話
の

理
論

松

本

耿

郎

　

イ
ス

ラ

ー
ム

は
ゾ
ロ

ア

ス

タ
ー

教
、

ユ

ダ
ヤ

教
、

キ
リ

ス

ト
教
の

後
に

生
ま

れ

た

宗
教
で

あ
り、

し
か

も
そ

れ
ら
の

所
謂
既
成
宗
教
が

行
わ

れ

て

い

る

地
域
に

お

い

て

受
容
さ

れ
て

い

っ

た
宗
教
で

あ
る

。

し
た

が

っ

て、

イ
ス

ラ

ー

ム

誕
生
の

当
初
か

ら
イ
ス

ラ

ー
ム

は

こ

れ
ら
既
成
宗
教
と

対

話

す
る

こ

と

が

求
め

ら

れ
て

い

た
。

『

コ

ー

ラ

ン
』

の

第
五

章
四
十
八

節
か

ら
五

十
三

節
の

言
葉
は

イ
ス

ラ
ー

ム

が

宗
教
多
元
主
義
を

前
提
と

し

た

教

え

で

あ
る

こ

と

を

示

し
て

い

る
。

た

だ

し、

宗

教

多
元
主

義
（
菷
零

鋤癖

δ
自
ω

覧
霞
里
訪

ヨ）

の

概
念
で

ど

の

よ
う
な

状
態
が

意
味
さ

れ
る

の

か

が

問
題
で

あ
る

。

勿
論、

こ

の

場
合
の

宗
教
多
元

主
義
が

イ
ス

ラ

ー

ム

の

世
界
観
の

中
に

複
数
の

宗
教
が

包
摂
さ

れ
る

と

い

う
イ
ス

ラ

ー

ム

至
上
主

義
の

も
の

で

あ
る

の

か
、

あ
る

い

は

イ

ス

ラ

ー

ム

を
一

つ

の

世
界
観
と

み

な

し

て
、

複
数
の

世
界
観
の

う
ち

の
一

つ

と

し

て

他
の

諸
宗
教
と

並
存
す

る

も
の

で

あ
る
と
す
る

相
対
主
義
的
立

場
で

あ
る

と

す

る

の

か

は

個
人
の

立

場
に

よ
り

異
な
る

。

前
者
を
包

摂
主

義
的
立

場
、

後
者
を

相
対
主
義
的

立

場
と

す
る

な
ら
ば、

こ

の

両
者
の

傾
向
は

イ

ス

ラ

ー

ム

の

歴
史
を
通
じ

て

対
立
し

な

が

ら

存
在
し

て

き
て

い

る
。

実
は、

こ

の

両

者
の

対
立
は

イ

ス

ラ

ー
ム

思
想
の

歴

史
に

お

い

て

も
深

刻
な

問
題

を

引
き

起
こ

し
て

い

た
。

互
い

に

相
手
の

立

場
を

異
端
で

あ
る、

濱

神
で

あ
る

と

非

難
し
あ

う

こ

と

が
し

ば
し

ば

起
こ

っ

た
か

ら
で

あ
る

。

宗

教
間
対
話
は

重
要
で

あ

る

が

宗
教
内
部
の

対
立
の

克
服
と

対
話
の

実
現
も
大
切
で

あ
る

。
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