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文
要
旨
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宗
教
間
対
話
は

今
口
の

グ
ロ

ー

バ

ル

化
し

た

社
会、

危
機
に

直
面
し
た
社

会
に

お

け
る

平

和
の

構
築
に

と
っ

て

は
欠
か
せ

な
い

も
の

で

　
あ
る

。

　
　
し
か
し
な
が

ら、

キ
リ
ス

ト
教
は

宣
教
の

宗
教
で

あ
り、

宣
教
に

お
い

て
、

自
己
の

真
理
の

唯
一

性
を
主

張
し
て

き
た
。

そ

の

よ

う
な

特
質
を

持
つ

　
宗
教
に

と

っ

て、

そ
も

そ
も
宗
教

間
対
話
は

可

能
な
の

か
と
い

う
疑
問
が

残
る
。

ま
た、

宗
教
の

真
理
を

も
凌
駕
す
る

ス

ー

パ

i
・

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

　
（

天
皇
制

帝
国
主

義）

が

宗
教
を

抑
圧

し

つ

つ

人
間
の

絆
を

広
め

、

強
め
て

い

っ

た
こ

と

を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い

。

　
　
キ
リ

ス

ト

教
が

自
己
の

ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

ー

を

失
わ

ず
、

か

つ

他
宗

教
と
の

対
話
と

協
働
を
強
め

て

い

く
た
め

に

は
、

新
し

い

宣
教
の

神
学
が

　
必
要
で

あ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
宣
教
学
は
宗
教
の

神
学
の

発
展
と

共
に

、

そ

の

キ
ー

ワ

ー

ド

を
H

⇒
α

幡
Φ

三
N

巴
o

戸

ぎ
o

巳
辞

霞
p
叶陣
o
戸
H

巨

奠
〇

三
ε
蕁
け

δ
嵩

　
へ

と

変
え
て

き
た

。

H

耳
奠
6

巳
ε
鑓
件

δ
昌

に

宗
教
が

創
り
だ

す
人
間
の

絆
の

可
能
性
と

新
し

い

神
学
へ

の

挑
戦
を

見
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
＞
　
H

邑
碍
 

巳
N
国

9
戸

ぎ
。

巳
冖

霞
巴
o
員

ぎ
8
容
三
什

ロ

轟
暦

δ
P

宣
教、

宗
教
間
対
話

は

じ
め

に

宗
教
が
創
り
だ

す
絆
と
い

う
こ

と

を
考
え
る

時
、

同
一

宗
教
内

、

も
し
く
は

宗
教
団

体
内
の

人

間
の

絆
を

深
め
、

そ
の

宗
教
共
同

体

に

人
々

を
招
き
入
れ

る
こ

と

が
考
え
ら

れ

る
。

そ
こ

に
は

、

あ
る

親
し
い

交
わ

り
の

場
が

形
成
さ

れ

る
。

し

か

し

な

が

ら
、

そ
の

よ

う

な
内

向
き
な
共
同

体
形
成
は

、

自
己
充
足

的
な
共
同

体
に
と

ど

ま
る

も
の

で

あ
り

、

社
会
の

中
で

宗
教
の

孤
立

化
が

起
こ

っ

て

く
る
こ
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と
が

考
え
ら

れ

る
。

む
し
ろ

、

そ
の

よ

う
な

閉
鎖
的
な

共
同

体
形
成
か
ら

脱
却
し

、

宗
教
間
対
話
や

連
帯
を

通
し

て
、

そ
の

中
で

人

間

の

絆
を
創
り
だ

す
こ

と
が

考
え
ら
れ

な

け

れ

ば
な
ら

な
い

。

　

し

か

し
、

宗
教
の

枠
を
越
え
た

絆
へ

の

模
索
と
キ

リ
ス

ト

教
の

よ

う
な
宣
教
を
第
一

義
的

な
こ

と

と

し

て

考
え
る

宗
教
の

共
存
は

は

た
し

て

可

能
な
の

で

あ
ろ

う
か

。

　

キ

リ
ス

ト

教
は

宣
教
の

宗
教
で

あ
り
、

そ
の

教

会
の

設
立
か
ら

、

宣
教

す
る

と

い

う
こ

と

が

第
一

義
的
な
こ

と

と

し

て

理

解
さ

れ

て

き
た

。

「

大
宣
教
命
令
」

と
い

わ

れ

る

　
　

わ

た

し
は

天
と

地
の
一

切
の

権
能
を
授
か
っ

て

い

る
。

だ

か

ら

あ
な
た

が

た

は

行
っ

て
、

す
べ

て

の

民
を
わ

た

し
の

弟
子
に

し

な

　
　

さ
い

。

彼
ら
に

父
と
子
と

聖
霊
の

名
に
よ
っ

て

洗
礼
を
授
け

、

あ
な
た

が

た

に

命
じ

て

お
い

た

こ

と

を

す
べ

て

守
る
よ

う
に

教
え

　
　

な
さ
い

。

わ

た

し
は
世
の

終
わ

り
ま
で

、

い

つ

も
あ
な
た

が

た

と

共
に

い

る

　
　

　
　
　
　
　
　
　（
マ

タ
イ
ニ

八
・
一

八
−

二

〇）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　（
1）

と
い

う
イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト

の

言
葉
は

、

教
会
の

中
で

全
世
界
を

宣
教
へ

と

駆
り
立

て

る

言
葉
と

し

語
り
伝
え
ら

れ

て

き
た

。

宣
教
に

お
い

て

は

他
宗
教
者
と

の

共
存

、

他
宗
教
者
と

の

連
帯
が

目
標
と
さ

れ

た

わ

け
で

は

な
く

、

む

し
ろ

他
宗
教
者
の

改
宗
が
根
本
理
念
と

し
て

考
え
ら

れ
て

き
た

。

　
し

か

し

な
が

ら
、

今
凵
に

お
い

て

は
、

キ

リ
ス

ト

教
の

中
で

も
こ

の

宣
教
理

解
そ

の

も
の

が

批

判
的
に

検
証
さ

れ
、

と

く
に

欧
米
に

お

け
る

第
二

次
世
界
大
戦
下

に

お

け
る

ユ

ダ
ヤ
人
虐
殺
や

キ

リ
ス

ト

教
と

イ
ス

ラ

ム

教
と
の

衝
突
に
よ

る

様
々

な

紛
争
や

そ

れ

を

背
景

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　（
2）

に

持
つ

戦

争
を

経
験
し
た

中
で

、

他

宗
教
を

否
定
し
、

宣

教
の

対
象
と

見
な

す
こ

と

か

ら
脱
却
し

、

「

対
決
か
ら

対
話
へ

」

と

い

う
ス

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
3）

ロ

ー
ガ

ン

の

も
と

、

宗
教
界
の

対
話
と

共
生
は

キ

リ
ス

ト

教
に

お

け
る

中
心
的
テ

ー
マ

を
な
っ

て

き
た

。

特
に

、

世

界
平
和
や

暴
力
の

克
服
へ

の

取
り
組
み

を

考
え
る

と
き
、

宗
教
問
の

対
話
と
連

帯
は

不
可
欠
の

も
の

で

あ
る

。
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た

だ
一

方
で

、

世
界
平
和
に

資
す
る
こ

と

に

キ

リ
ス

ト

教
の

ミ

ッ

シ

ョ

ン

が

あ
る
こ

と

は
、

十
分
に

理
解
し
つ

つ

も
、

や
は

り
宣
教

の

宗
教
と
い

う
一

面
を

持
ち

、

イ
エ

ス
・

キ

リ
ス

ト

に

お

け
る

救
い

の

絶
対
性
を

信
じ

る

キ

リ
ス

ト
教
に

お
い

て

は
、

宗
教
の

創
り
だ

す
絆
と
い

う
こ

と
を

考
え
る

と

き
に

次
の

よ

う
な

疑
問
が

残
っ

て
い

く
。

　

　
・

宗
教
の

壁
を
越
え
て

絆
を

創
り
だ

し

て

い

く
こ

と

が
で

き
る
の

か
。

　

　
・

な

に

が

絆
を

創
り
だ
し

て

い

く
の

か
。

　

　
・

キ

リ
ス

ト

教
宣
教
と

宗
教

間
の

絆
と
の

関
係

。

　

　
・

宗
教
問
の

絆
は

各
宗
教

に

な

に

を

も
た

ら
せ

る
の

か
。

　

こ

の

論
文
に

お
い

て

は
、

キ

リ
ス

ト

教
宣
教
の

変
遷
と

宗
教
間
の

対

話
・

協
力
に
つ

い

て

概

観
し

、

そ
の

関
係
性
の

変
化
に

お

け

る

宗
教
問
の

絆
の

創
出
の

可
能

性
に
つ

い

て
、

上

記
の

課
題
を
念
頭
に

置
き
つ

つ

考
察
す
る

。

　

キ

リ
ス

ト

教
に

お

け
る

宗
教

間

の

対
話
や

協
力
に
つ

い

て
の

議

論
は

、

欧
米
の

背
景
の

中
で

な
さ

れ

る
こ

と

が

多
く、

圧
倒
的

な

キ

リ
ス

ト

教
社

会
の

中
で

な
さ

れ

て

き
た

も
の

で

あ
る

。

ま
た

そ
の

中
で

な
さ

れ

て

き
た

宣
教

神
学
も

、

自
国

に

お

け
る

宣
教
に
つ

い

て

の

理
念
で

は

な

く
、

宣

教
地
に

お

け
る

他
宗
教
を
そ
の

研
究
対

象
と
し

て

宣
教
的
に

ど

の

よ

う
に

考
え
る
べ

き
で

あ
る

か
と

い

う
こ

と

を
そ
の

出

発
点
に

持
つ

。

　

日

本
に

お
い

て

は
、

む
し

ろ

キ

リ
ス

ト

教
宣
教
は

、

他
宗
教
社
会
の

中
で

キ

リ
ス

ト

教
は
ど

の

よ

う
に

存
続
し

て

い

く
べ

き
で

あ

る

の

か
と

い

う
こ

と
に

主

眼
点
を

持
っ

て

い

る

た

め

に
、

欧
米
の

宣
教

学
と

は

若

干
そ

の

方
向
性
が
違
っ

て

い

る
。

欧

米
の

神

学
を

日

本

の

状
況
の

中
で

批

判
的
に

読
み
つ

つ
、

宗
教
問
の

絆
に
つ

い

て

考
察
を
進
め
て

い

き
た
い

。
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一

　

宗
教
間
の

絆
の

実
践

　
1
　
平
和
活
動
を

中
心
に

　
日

本
は

、

す
で

に

様
々

な
現
場
に

お
い

て

宗
教
間
の

対
話
・

連
帯
が

存
在
し

て

い

る
。

家
族
内
に

様
々

な

宗
教
が

共
存
し

て

い

る
こ

と

が

あ
る

。

ま
た
地
域
の

中
に

も
様
々

な
宗
教
が

協
力
し
て

、

祭
り
を

行
っ

て

い

る
こ

と

も
あ
る

。

た

と

え
ば

、

様
々

な
宗
教
が

共

存

し
て

い

る

神
戸
の

三

宮
山
側
、

北
野
町
周
辺
で

は
、

一

九
八
一

年
よ
り
ユ

ダ

ヤ

教
の

J
・

グ

ラ
ッ

ク

氏
の

提
唱
に
よ
っ

て
、

北
野

神
社

を
会
場
に

「

心
の

国

際
交
流
」

を
目

指
し
て

北
野
国
際
ま
つ

り
が
開
催
さ
れ

て

い

る
。

三

〇

年
以
上

の

取
り
組
み
の

歴

史
が

あ
り
、

こ

の

祭
り
の

中
で

行
わ
れ
て

い

る

「

ピ
ー

ス

セ

レ

モ

ニ

ー
」

で

は
、

ユ

ダ

ヤ

教
、

イ

ス

ラ
ー

ム
、

ジ

ャ

イ
ナ

教
、

ヒ

ン

ズ
ー

教
、

仏

教
、

神
道

、

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会

、

ハ

リ
ス

ト
ス

正
教
会

、

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

教
会
な
ど

の

代

表
が
参
加
し

、

そ

れ

ぞ
れ
の

か
た

ち
で

平
和
の

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
4）

た

め

の

祈

り
が

共
同
で

さ

さ

げ
ら

れ
て

い

る
。

　
こ

の

よ

う
な

地
域
的
な
平
和
活
動
を
中
心
と

し

た

宗
教
間
対
話
や

連
帯
は

、

国
際
的
な
宗
教
者
の

宗
教
の

枠
を
越
え
た

活
動
に

触
発

さ

れ
て

行
わ
れ

て
い

る

も
の

で

あ
る

。

　
全
国
的
な
、

さ
ら
に

国
際
的
な
宗
教
問
の

協
働
は

、

特
に

戦
前
・

戦
中
に

お

け
る

戦
争
協
力
へ

の

懺
悔
と

、

宗
教
者
に

お
け
る

平
和

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

（
5）

運
動
に

お
い

て

展
開
さ
れ
て

い

っ

た
。

一

九
四

六
年
一

二

月
一

三

日
に

は
、

神
道
・

仏
教
・

キ

リ
ス

ト

教
の

各
宗
教
団
体
の

連
合
体
で

あ
っ

た

日

本
宗
教
連

盟
と

、

神
道

教
派
連
A
口

会
、

仏
教
連

合
会

、

円

本
キ

リ
ス

ト

教
連

合
会

、

神
社

本
庁

、

宗
教
文

化
協
会
が

共
催

で
、

全
日

本
宗
教

平
和
会
議
を
開

催
す
る
こ

と

を

決
定
し
て

い

る
。

一

九

四

九

年
一

二

月
ガ
ン

ジ

ー

の

意
志
に

よ
っ

て

開
催
さ
れ

た
世

界
平
和
者

会
議
に

は
、

三

〇

を
越
え
る

国
々

よ

り
宗
教
者
を
中
心
に

約
一

〇

〇

名
が

参
加
し

、

日
本
か

ら

は

キ

リ
ス

ト

教
の

関
屋
正
彦

（838） 4

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

Indigenization，　lnculturationか ら lnterculturatlonへ

（

日

本
友
和
会
）

、

仏
教
の

中
山
理
々

（

仏
教

讃
仰
会
）

が

参
加
し

て
い

る
。

　
そ

の

後
、

］

九

六
一

年
に

世
界
宗
教
者
平

和
会
議
が

催
さ

れ
、

米
・

ソ
・

中
・

朝
鮮
・

東
西
ド

イ

ツ

等
一

六
ヵ

国
の

宗
教

者
四

七
人

と
日

本
代
表
二

二

八

人
が

参
加
し

、

軍
備
全

廃
・

原
水
爆
禁
止
・

核
非

武
装
に
つ

い

て

協
議
さ

れ
、

内
な
る

心
の

平
和
と

外
な
る

世
界

の

平
和
の

結
合
を

訴
え

た

「

京
都
宣
言
」

が

採
択
さ

れ

た
。

こ

の

「

京

都
宣
言
」

に

基
づ

い

て
、

一

九
六
二

年
に

は

仏
教

、

キ
リ
ス

ト

教、

神
道
の

各
団
体
と

京
都
・

大
阪
・

岡
山

等
の

地

域

組
織
お
よ

び

宗
教
青
年
平
和
協
議
会
が

参
加
し
て

日

本
宗
教
者
平
和
運

動
協
議

会
が

結
成

さ
れ
て

い

る
。

　
そ

の

他
、

平
和
を
つ

く
り
だ

す
宗
教
者
ネ
ッ

ト

や
、

そ
こ

か
ら

発
足

し

た

「

宗
教
者
九

条
の

輪
」

な
ど
の

平
利
運
動
も

各
地
域
で

広

ま
っ

て

い

る
。

　
現

在
、

平
和
は

宗
教
が

創
り
だ

す
絆
の

た

め

の

重

要
な
モ

テ

ィ

ー

フ

と
な

り、

世
界
規
模
で
、

ま
た
日

本

各
地
で

宗
教
の

枠
を

越
え

て

協
力
し

、

平
和
の

実
現
に

向
け
て

の

様
々

な

宗
教
者
の

取
り
組
み

が

展
開
さ

れ

て

い

る
。

　
2
　
震
災
・

被
災
者
支
援

　

宗
教

者
に

よ

る

平
和
の

た

め

の

活
動
か

ら

生
ま
れ

て

き
た
こ

と

と
し

て
、

一

九
九
五

年
一

月
一
⊥

ハ

日

の

阪

神
・

淡
路
大
震

災、

そ
し

て

二

〇
一

一

年
三

月
一
一

日
の

東
日

本

大
震
災
が
一

つ

の

契

機
と

な

り
、

宗
教

者
が

協
力
し

た

被
災

者
支
援
の

活
動
が

広
が
っ

て
い

る
。

　
一

例
を

挙
げ
る

な

ら

ば
、

神
戸

に

お
い

て

は

現

在
も

カ

ト

リ
ッ

ク
教

会
と

仏
教
に

よ

る

合

同
の

大

震
災
追

悼
儀
式
が

行
わ

れ
て
い

る
。

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
の

祭
壇
に

「

阪
神
淡
路

大
震

災
犠
牲
者
各
位
位

牌
」

と

十
字
架
が

飾
ら

れ
、

地

震
発
生
時
刻
の

五

時
四

六

分
に

山
伏
に

よ
っ

て

ほ

ら

貝
が

な

ら

さ

れ
、

聖

書
朗
読、

賛
美
歌

、

般
若
心

経
が

唱
え
ら

れ
、

焼
香
が

行
わ
れ

て
い

る
。
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多
く
の

犠
牲
者
を

出
し

た

震
災
に

お
い

て
、

宗
教

者
が
い

っ

た
い

何
が

出
来
る
の

か

と
い

う
こ

と

は
、

宗
教
者
に

問
わ

れ
て

い

る
こ

と

で

あ
る

。

東
日

本

大
震
災
に

お
い

て

も

募
金
や

ボ
ラ

ン

テ
ィ

ア

活
動
と

は

別
に
、

遺
体
の

仮
埋

葬
に

際
し

て
、

仏
教
界
が

宗
派
を

問

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
（
6）

わ

ず
、

合
同
で

読
経
を
し

た

り
、

神
父

や

僧
侶
ら

が

協
力
し

て

被

災
者
の

心

の

ケ

ア

に

当
た
っ

て

い

る
こ

と

が

報
道
さ

れ

て

い

る
。

大

き
な

震
災
を

経
験

し
、

様
々

な

苦
し

み

を

担
っ

て

生
き
て

い

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

人
々

の

た

め

に
、

宗
教
者
で

な

け
れ

ば

出
来
な
い

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

な

ケ

ア

も

あ
り、

祈
り
や

礼
拝

、

法
要
と

い

う
宗
教

的
行
為
の

意
味
が

問
わ

れ

て
い

る
。

さ

ら

に
、

各
宗
教
の

布
教

よ

り
も

被
災
者
支
援
が

重
ん

じ

ら

れ

る
こ

と
に

よ

り
、

宗
教
や
宗
派
の

垣

根
を
越
え
た

協
力

活
動
が

実
施
さ
れ

て
い

る
。

　

3
　
「

平
和

は

○
○

教
の

当
然
の

使
命
で

あ
る
」

　

お
そ
ら
く
ほ
と

ん

ど

の

宗
教
が

平
和
に

つ

い

て

の

理
解
を

問
わ

れ
た

な
ら
ば

、

「

平
和
は
○

○
教
の

当
然
の

使
命
で

あ
る
」

と

答
え

る

で

あ
ろ

う
。

各
宗
教
の

信
仰
は

そ
れ

ぞ

れ

異
な

る

け
れ
ど

も
、

そ

れ

ぞ

れ

に

平
和
思

想
を
持
ち
、

世

界
平
和
の

た

め

に

団
結
す
る
こ

と
、

信
教
の

自
由
を

尊
重
し
、

そ
の

た

め

に

協
力
し

合
う
こ

と

に

異
義
は

な
い

の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

平
和
は

宗
教
者
を

結
び
つ

け
る

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
7）

と

共
に

、

互
い

に

理

解
し

合
う
場
を

創
り

、

絆
を
生
み

出
し

て

く
る

も
の

で

あ
る

。

一
一

宗
教
の

違
い

を

凌
駕
す

る

ス

ー

パ

ー
・

イ

デ
オ
ロ

ギ
ー

　
以

上

の

よ

う
に

見
て

い

く
と
、

確
か

に

宗
教
の

枠
を
越
え
て

、

宗
教
を

舞
台
と
し

て

人
間
と

人
間
と

が
結
び
つ

き
、

協
力
し

合
う
可

能
性
と

実
践
が
す

で

に

存
在
し

て

い

る

と

言
え
る

。

　
し

か

し

な
が
ら

、

日
本
の

歴

史
を

顧
み

る

と
き
、

そ

う
し

た

結
び
つ

き
が

は

た

し

て

宗
教
か
ら

出
た

も
の

な
の

か

と
い

う
と
こ

ろ

に

疑
問
が

残
る

。

む

し

ろ

宗
教

の

違
い

を

凌
駕
す
る

よ

う
な
出

来
事
、

も
し

く
は

宗
教
の

違
い

を
上

回
る

ス

ー

パ

ー
・

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

に
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よ

っ

て

も
た
ら
さ
れ
た

も
の

で

は

な
い

の

か
。

そ
こ

で

は
、

自
分
た

ち
の

持
つ

宗
教
性
が

失
わ

れ
、

な
い

が

し

ろ

に

さ

れ

な
が
ら

も
、

自
ら
ス

ー

パ

ー
・

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

に

追

従
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

形
成
さ
れ

て

き
た

絆
で

は

な

か
っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

平
和
は

宗
教
を

結
び
つ

け
る

力
を

持
ち

、

ま
た

そ
の

絆
を

結
び

、

強
め
て

い

く

場
で

あ

る
。

し

か

し
な

が

ら
、

日

本
の

歴

史
の

中

で
、

平
和
に

反

す
る

戦
争
協

力、

ま
た
そ

れ

を
支
え
た

天
皇
制
イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

に

よ
っ

て

宗
教
者
の

絆
が

結
ば

れ

て

き
た

こ

と

も
、

一

つ

時

代
の

警
鐘
と

し

て

忘
れ

て

は

な
ら

な
い

。

各
宗
教
は

こ

ぞ
っ

て

侵
略
戦
争
に

荷
担
し

、

そ
れ

を
各
宗
教
の

教
理
的
に

も
正
当

化
し

　

　（
8）

て

き
た

。

少
数
の

戦
争
反

対

者
は
い

た

も
の

の
、

各
宗
教
が
戦

争
を
是
認
し
、

そ

の

勝
利
の

た

め

に

祈
り

、

い

か
に

自
分
た

ち
の

教
え

が

天

皇
制
に

矛

盾
し

な
い

も
の

で

あ
る

か

を

主
張
し

て

き
た

。

　

浄
土

真
宗
の

真
俗
二

諦
論
を

臣
民
思
想
に

置
き

換
え

、

浄
土
に

生
ま
れ

る
こ

と
に

関
し

て

は

阿

弥
陀
如
来
に

仕
え
る

が
、

こ

の

世
に

お
い

て

は

天

皇
に

仕
え
る

べ

き
で

あ
る

と

主

張
し

、

天

皇
制
を

擁

護
し

て

き
た

。

ま
た

、

キ

リ

ス

ト

教

に

お
い

て

も
「

凵

本
的
基

督

教
」

が

主

張
さ

れ
、

キ

リ
ス

ト

教
が
い

か
に

天

皇
制
に

矛
盾
す
る

も
の

で

は

な

く
、

む

し

ろ

天

皇
制
を

完
成
さ
せ

る
こ

と
が

強
調
さ

れ

て

き
た

。

　

ま

た

天

皇

制
家
族
国
家
が

主

張
さ
れ
た

時
代
に

お
い

て

は
、

家
と
い

う
も

の

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の

宗
教
の

違
い

を

凌
駕
す
る

も

の

で

あ

り、

各
宗
教
者
も
臣
民
と
い

う
カ

テ
ゴ

リ
ー

の

中
に

収
め

ら

れ

て

き
た

こ

と

も

忘
れ
て

は

な
ら

な
い

。

各
宗
教
が

戦
争
や

天

皇
制
の

正

当
性
を
主

張
し

、

「

八

紘
一

宇
肇
国
は

○
○
教
の

当
然
の

使
命
で

あ
る
」

と
い

う
こ

と

を
唱
え
、

宗
教

報
国
に

邁
進
し

て

き
た

。

　

そ

の

よ

う
な
ス

ー
パ

ー
・

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

は

宗
教
の

違
い

を

超
え
て

、

絆
を

創
り
だ

す
力
を

持
つ

も
の

で

あ
る
こ

と

を

忘
れ

て

は

な

ら

な
い

。

お

そ
ら
く

、

そ
の

時
は

そ

れ

が
「

平
和
」

を

生

み

出
す
宗
教
者
の

絆
で

あ
る

と

理
解
さ

れ
て

い

た

の

で

あ
ろ

う
。

し
か

し

な

が

ら
、

ス

ー
パ

ー
・

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

は
、

各
宗
教
の

本
質
を
狂
わ

せ
る

も
の

で

あ
り

、

宗
教
間
の

絆
を

生

み

出
し

、

ナ
シ

ョ

ナ
ル

な

連
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帯
を

生

み

出
し

て

い

っ

た
。

政
治
的
な

方
向
性
や

共
通
の

経
済
的
利
益
を

生

み

出

す
た

め

に

宗
教
が

用
い

ら

れ

て

し

ま

う
こ

と
、

ま
た

宗
教
自
ら

そ

の

僕
と
な

る

と
い

う
危
険
性
を

我
々

は

覚
え
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

　
そ
の

た

め

に

も
、

宗
教
は

は

た

し

て

本
当
に

他
の

宗
教
と

絆
を

創
り
だ
す
こ

と

が
出

来
る

の

か
。

絆
を

創
り
だ
し

て

い

く
こ

と

が
い

っ

た
い

自
分
た

ち
の

宗
教
に

ど

の

よ

う
な

影
響
を

与
え
る

の

か

を

問
う
て

み

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

そ

の

上
に

立
っ

て
、

い

わ

ゆ
る

ご

近

所
づ

き
あ
い

的
な
絆
で

は

な

く
、

そ
の

宗
教
の

本
質
的
な

あ
り
方
と

し

て
、

他
の

宗
教
と

の

対
話
・

連

帯
を

意
義
付
け
て

い

く
必
要

が

あ
る

。

　
た

だ

そ

の
一

方
で

、

そ
の

よ

う
な

宗
教
思

想
的
な
こ

と

で

は

な

く
、

現
に

存
在

す
る

宗

教
間

協
力

体
制

や

事

業
に

可

能
性
を

見
出

し
、

そ

れ

を

推
し
進
め

て

い

く
こ

と
の

方
が

大
切
で

あ
る

と
も
い

え
る

。

確
か

に
、

思
想
的
な
解
決
を

待
つ

こ

と

に

よ
っ

て
、

実
際
進

め

ら

れ

て

い

る

宗
教
間
協
力

体
制
が

制
御
さ

れ

た

り、

制
限
さ

れ
た

り
す
る
こ

と

は

非
常
に

残
念
で

あ
る

。

む
し
ろ

、

そ

う
し

た

現
場

や

共
同

事
業
を

推
し

進
め

て

い

く
こ

と

に

よ
っ

て
、

実

態
と

し

て

絆
を
深
め

て

い

く
こ

と

も

大
切
で

あ
る

と

言
え

る
。

し

か

し

な
が

ら
、

我
々

は

ス

ー
パ

ー
・

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

に
よ

っ

て

我
々

の

本
質
を
見
失
っ

て

き
た

こ

と
へ

の

反
省
に

立
ち

、

本

質
を

失
わ

な
い

、

絆

の

可

能

性
を

、

キ

リ
ス

ト

教
の

立

場
か
ら

探
っ

て

い

き
た
い

。

三

　
キ

リ

ス

ト

教
は

他
宗
教
と

の

絆
を
創
り

だ

す
こ

と

が

出
来
る

の

か

？

　

宣
教
的

宗
教
の

キ

リ
ス

ト

教
の

立
場
か
ら
言
う
な
ら
ば

、

他
の

宗
教
と

共
存
し

、

協
力
し

て

き
た

わ

け
で

は

な
い

。

　

そ

も
そ

も
キ

リ
ス

ト

教
以

外
の

宗
教
者
に

対
し
て

は
、

異
邦
人

、

異
教
徒
と
い

う
カ

テ

ゴ

リ
ー

が

適
用
さ
れ
て

い

た
。

そ
こ

に
は

、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
9V

キ

リ
ス

ト

者
と

異
邦
人

と
い

う
二

分
法
が

存
在
し
た

。

人
間
を

、

キ

リ

ス

ト
教
徒
か

キ

リ
ス

ト

教
徒
で

な
い

か

と
い

う
基
準
で

分
類
す
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る

と

い

う
人
間
理

解
が

あ
る

。

そ

れ
は

キ

リ
ス

ト
教
側
か
ら

言
う
な

ら

ば
、

人
間
か

人
間
で

は

な
い

か

と
い

う
二

分
法
で

あ
っ

た
。

イ

エ

ス

の

宣
教
活

動
を
記
し
た

福
音
書
に

お
い

て

は

異
邦
人
に

対
し

て

若
干
開
放
的
で

は

あ
る

が
、

ユ

ダ

ヤ

人
と

異
邦
人
と

の

区
別
は

明

確
に

存
在
し

、

異
邦
人

に

対

す
る

蔑
視
を
も
見
出
す
こ

と

が
出
来
る

。

　

イ
エ

ス

以

降
の

教
会
は
、

ユ

ダ

ヤ

人

社
会
に

留
ま
る
の

で

は
な
く

、

パ

ウ
ロ

を

中
心
と

し
て

、

異
邦
人
世
界
へ

と

宣
教
に

出
か

け
、

キ

リ
ス

ト
教
を

広
め

て
い

っ

た
。

そ
の

中
で

、

も
は

や
ユ

ダ
ヤ

人
と

異
邦
人
と

の

区
別
は

な
く
な
っ

た

の

で

あ
る

が
、

教
会
は

神
の

民

と

自

分
を

同
一

視
し

た

た

め
、

キ

リ

ス

ト
教

徒
と

異

教
徒
と

い

う
対
立
を
生

み
出

す
結
果
と

な
っ

た
。

救
い

が

民

族
の

壁
を

越
え
て

「

す
べ

て

の

人
」

に

及
ぶ

も
の

で

あ
る

と
い

う
神

学
か

ら
、

キ

リ
ス

ト
教
が

異
教
社
会
へ

と

広
ま
っ

て

い

く
に

つ

れ

て
、

異
教
徒
や

異

教
的
信
仰
や

慣
習
と

断

絶
す
る
こ

と
が

キ

リ
ス

ト
へ

の

信
仰
と

見
な
さ

れ

る

よ

う
な
傾

向
も
強
ま

り、

キ

リ
ス

ト
教
徒
と

異
教
徒
い

う

ま
た
別
の

二

分
法
が

強

ま
っ

て

い

っ

た
。

　

　
わ

た
し

た

ち
も
皆

、

こ

う
い

う
者
た

ち
（

異
教
徒）

の

中
に
い

て
、

以

前
は

肉
の

欲
望
の

赴

く
ま
ま
に

生

活
し

、

肉
や

心

の

欲
す

　

　
る

ま
ま
に

行
動
し

て

い

た

の

で

あ
り

、

ほ

か

の

人
々

と

同
じ
よ

う
に

、

生

ま
れ

な

が

ら

神
の

怒

り
を

受
け
る
べ

き

者
で

し

た
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

（

エ

ペ

ソ

ニ

ニ
ニ

）

　

そ
の

後
、

東
西
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

拡
大

、

イ
ス

ラ

ム

諸
国
と
の

対
立

、

大
航

海
時
代
に

お

け
る

世
界
宣
教
の

広
が

り
の

中
で

他
宗
教
と

の

対
立
は
い

っ

そ
う
激

し

く
な
っ

て

い

く
。

さ

ら

に
、

東
西
キ

リ
ス

ト

教
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

の

困
難
さ

も

相
ま
っ

て

宗
教
上
の

離
間
も

進
行
し

、

さ
ら

に

西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ
・

キ

リ
ス

ト

教
内
の

分
裂
は

差
別

、

迫
害

、

宗
教
戦
争
に

ま

で

発
展
す
る

も
の

と

な
っ

て
い

っ

た
。

一

六

世
紀
の

カ

ト

リ
ッ

ク
と

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
の

決
裂
も

、

一

九

九

九

年
一

〇

月
三
一

日
に

な
っ

て

よ

う
や
く
ル

タ

ー

派
世
界

連
盟
と
ロ

ー
マ

・

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
が
「

義
認
の

教
理
に

関
す
る

共
同
宣
言
」

に

調
印
し

、

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
も
信
仰
に

よ
っ

て

福
音

9 （843）
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を
理

解
す
る

こ

と
を
公

式
に

宣
言
し

た
。

こ

の

宣

言
で

は
、

ト

リ
エ

ン

ト

公

会
議
に

よ

る

信
仰
義
認
主

張
者
へ

の

断
罪
は

ル

タ

ー

派
教

会
に

適

用
さ

れ

ず
、

ま

た

ル

タ

ー

派
に

よ

る

信
仰
義
認
否
定
者
へ

の

断
罪

は

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
に

適

用
さ

れ

な
い

と

定
め

ら

れ

た
。

四

　
キ

リ

ス

ト

教
に

お

け
る

可
能
性

宣
教
神
学
の

変
遷

　
そ

れ

で

は
、

唯
一

神
教
で

あ
る

キ

リ
ス

ト

教
自

身
は

排
他
的
な

宗
教
で

あ

り、

今
日

わ
た

し

た

ち
が

取
り
組
ん

で

い

る

課
題
に

対
し

て

は
、

表
面

的
に

は

理

解
が

あ
る

態
度
を

示
し

て

い

た
と

し

て

も
、

本

質
的
な

と
こ

ろ

で

は

否

定
的
な
の

で

あ
ろ

う
か

。

キ

リ
ス

ト

教

そ

の

も
の

の

中
に

、

他
の

宗
教

と

絆
を

結
び
、

そ

れ

を

深
め

て
い

く
可
能
性
は

な
い

の

だ
ろ

う
か

。

　

宣
教
の

神
学
は

他
宗
教
を

ど

の

よ

う
に

理

解
す
る

か
と
い

う
こ

と

と

連
動
し

て
、

変
化
し
て

き
て
い

る
。

も
ち
ろ

ん
、

そ

の

変
遷
は

単
純
な

も
の

で
は

な
い

が
、

大
ま
か

な

変
化
を
た
ど
っ

て
い

く
。

キ

リ
ス

ト

教
の

宣
教

学
、

ま
た

宗
教
の

神
学
に

お
い

て
こ

の

問
題
が

取
り
扱
わ

れ

て

き
て

お

り、

そ

の

理

解
は

時
代
と

と

も
に

変
化
し

て

き
て
い

る
。

宣
教

学
の

キ

ー

ワ
ー

ド

に

注
目

す
る

な
ら

ば
、

次
の

四
つ

の

段
階
に

分
類
さ

れ

る

で

あ
ろ

う
。

　
（

1
）

特
殊
主

義
も
し
く
は

排
他
主

義

　
こ

の

名
前
の

他
に

救
い

は

な
い

。

鼠
び

巳
9

蠢
ω

9

日
o
け

げ
o
α

　
（

2
）

包

括
主

義
　
救
い

の

恵
み

は

教
会
の

外
に

も

あ
る

。

ぎ
α

粛
Φ

巳

母
酢

δ
コ

　
（

3
）

多
元
主

義

　
多
様
に

具
現
化
さ

れ

る

神
の

存
在
　
ぎ
o

巳

ε
蠢
け

δ
昌

　
（

4
）

H

コ
o
ロ

犀

貫
曽
δ
コ

か

ら
H

三
興
〇

三
ε

蕁
缶
o
口

　
こ

の

い

ず
れ
も
キ

リ
ス

ト

教
の

側
か
ら
他
宗
教
の

価
値
を

評
価
し

て

き
た

キ

リ
ス

ト
教
宣
教
学
に

お

け
る

議
論
で

あ
る

。

そ
の

変
遷

を
批
判
的
に

検
証
し

、

宗
教
を
越
え
た

協
力
を

可
能
に

す
る

神
学
の

可

能
性
に

つ

い

て

考
察
す
る

。
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い

わ

ゆ

る

あ
ら

ゆ
る

宗
教

に

お

け
る

宗
教
一

般
、

他

宗
教
に

対
す
る

共
通

認
識
と
い

う
も
の

は

不
可
能
で

あ
る

。

こ

こ

で

は

キ

リ
ス

ト

教
に

お

け
る

他
宗
教

理

解
を

宗
教
学
の

共
通

認
識
に

し

よ

う
と

す
る

の

で

は

な
い

。

各
宗
教
に

お
い

て

他
宗
教
を
ど

の

よ

う
に

考
え

る

の

か

と
い

う
こ

と

が
、

他
宗
教
と

ど

の

よ

う
に

絆
を

結
ん

で

い

く
か

と
い

う
こ

と
へ

と

関
わ
る

も
の

で

あ

り
、

ま
た

、

そ

の

絆
を

結

ん

で

い

こ

う
と

す
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

自
己
の

他
者
理

解
と
い

う
も
の

が

修
正

さ

れ

る
。

他
者
理

解
と
い

う
の

は
、

自
己
の

中

に

あ
る

他
者
に

対
す
る

認
識
を

改
め

る

と
い

う
こ

と

だ

け
で

は

な

く、

自
己
理

解
に

も

影
響
を

与
え
る

も
の

で

あ
り、

他
宗
教
を
ど

の

よ

う
に

考
え
る

か

と
い

う
こ

と

は
、

自
己
理

解
へ

の

問
い

か

け
で

も

あ
る

。

　

キ

リ
ス

ト
教
に
と
っ

て

も
、

他
の

宗
教
を
ど

の

よ

う
に

認
識
す
る
か

と
い

う
こ

と

は
、

キ

リ
ス

ト

教
自
身
を

ど

の

よ

う
に

理
解
す
る

か
と
い

う
こ

と

と

密
接
に

関
わ
っ

て

い

る
。

他
宗
教
と

の

絆
と
い

う
も
の

も
、

当
た

り
障
り
の

な
い

と

こ

ろ

で
、

い

わ

ゆ

る

地
域
の

問

題
解
決
の

た

め

だ

け
の

ナ

シ
ョ

ナ
ル

な

宗
教
間
対

話
・

協
力
に

と
ど

ま
る

も

の

で

は
な

く
な
っ

た
。

グ
ロ

ー
バ

ル

化
し

た

社
会
の

中

で
、

民
俗
・

文
化
・

地
域
共
同

体
と
い

う
枠
を
越
え
た

と

こ

ろ

で

の

宗
教
問
対
話
・

協
力
が
必

要
で

あ

り
、

そ
の

実
現
の

た

め

に

は
、

自
己
変

革
を
視
野
に

持
つ

他
者
理

解
を

念
頭

に

置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

で

あ
ろ

う
。

自
己

変
革
を
意

味
す
る
の

は
、

他
者
に

あ
わ

せ

た

自
己
変

質
で

は
な

く
、

自
ら

の

宗
教
を
さ

ら

に

深
化
さ
せ

、

豊
か
な
自
己
理
解
を

導
き
出

す
こ

と

で

あ
る

。

　

以
下

、

こ

こ
一

〇

〇

年
の

キ

リ
ス

ト

教
に

お

け
る

他

宗
教
理

解
を
批

判
的
に

検
証

し
、

そ
の

他
宗
教
理

解
が

ど
の

よ

う
な

宣
教

理

解

と

実
践

に

結
び
つ

い

て

き
た

の

か

を

振
り
返

り、

今
後
の

宗
教

間
対
話
・

協
力
の

可

能
性
に
つ

い

て

言
及
し

た
い

と
思

う
。

　
（

1
）

特
殊
主

義
も
し
く
は

排

他
主

義
　
こ

の

名
前
の

他
に

救
い

は

な
い

。

δ
σ

巳
p

『

錺
帥

ヨ
Φ

90
自

　

も
と
も
と
、

キ

リ
ス

ト
教
に

お
い

て

は
、

新
約
聖

書
使
徒
言
行
録
四

章
一

二

節
「

他
に

誰
に

よ
っ

て

も
、

救
い

は

得
ら

れ

ま

せ

ん
。

わ

た

し

た

ち

が

救
わ

れ

る
べ

き
名
は

、

天

下
に
こ

の

名
の

ほ

か
、

人
間
に

は

与
え
ら

れ
て
い

な
い

の

で

す
」

と

書
か
れ

て

い

る

よ

う
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に
、

ま
た

キ

プ

リ

ア
ヌ

ス

が

「

教
会
の

外
に

救
い

は

な
い
」

と

主

張
し

た

よ

う
に

、

多
神
教
社
会
の

中
で

キ

リ
ス

ト

教
だ

け
が
唯
一

救

い

に

至
る

道
で

あ
る

こ

と
を

主

張
し

、

他
の

宗
教
に

お

け
る

救
い

の

可
能
性
を

否
定
し
て

き
た

。

　
こ

の

自
己
理
解
と
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸
国
の

経
済
政
策
と

帝
国
主

義
・

植
民
地
主

義
が

結
び
つ

き
、

キ

リ
ス

ト
教
の

世
界
化
を

目
指
し

た

宣
教
が

、

一

九

世
紀
に

全
世

界
的

に

展
開
し

た
。

　

西

洋
文
化
を

取
り
入
れ
さ

せ

る
こ

と

が
、

キ

リ
ス

ト

教
宣
教
と

表
裏
一

体
の

も
の

で

あ
り

、

そ
の

土

地

の

文
化
や

宗
教
を
一

掃
し

、

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

（
10）

そ
の

上

に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

・

キ

リ
ス

ト
教
文

化
を

覆
い

被
さ

せ

る
こ

と
、

つ

ま

り

8
σ

巳
鋤

蕁
芻

日
Φ

昏
o
α

が
宣
教
方

策
と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

た
。

　

特
に

日

本
に

お

け
る

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
伝
道
は

、

ア

メ

リ
カ

の

ピ
ュ

ー

リ
タ

ン

が

主

導
的
で

あ
っ

た
た

め
、

欧

米
の

キ

リ
ス

ト

教
以

外
の

文

化
や

宗
教
を

排
除
し

て
、

そ
の

上

に

キ

リ
ス

ト
教
を
教
え
る

富
σ

巳
騨

蕁
芻

8
Φ

臼
o
α

を

実
践
し

た
。

具
体
的
に

は
、

日

本
の

祖
先
崇
拝
や

死

者
儀
礼

、

仏
壇
や

神
棚
を
偶
像

礼
拝
・

邪
教
と

見
な
し

、

キ

リ
ス

ト

者
に

な
る

も
の

は

そ
れ

を
否
定
し

、

人
々

の

面
前

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
（
11）

で

破
壊
す
る
こ

と
が

求
め

ら

れ
た

。

　
こ

こ

に
、

神
は

真
理
と

命
を
た

だ

イ
エ

ス

・

キ

リ
ス

ト
の

み
に

お
い

て

啓
示
し
た

の

で

あ
り

、

救
い

は

イ
エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

に

お
い

て

の

み

可
能
で

あ
る
と
い

う
理
解
が

あ
る

。

他
の

宗
教
の

教
理
や

伝
統
の

申

に

は
、

キ

リ
ス

ト

教
が

絶
対
と
主

張
す
る

真
理
は

存
在
し

な
い

。

　
（

2
）

包
括
主

義
　
救
い

の

恵
み
は

教
会
の

外
に

も
あ
る

。

H
口

臼
ひq
Φ

巳
N
鋤

匡

8

　
包

括
主

義
と

呼
ば

れ

る

他

宗
教
理

解
に

お
い

て

は
、

キ

リ

ス

ト

に
よ

る

救
い

の

絶
対
性
は

主
張
し
つ

つ

も
、

そ

れ

に

も
ま

し

て

神
が

す
べ

て

の

人

を

救
わ

れ

よ

う
と

す
る

意
志
を
持
っ

て

い

る
こ

と
を

強
調
す
る

。

そ

れ

ゆ

え
、

神
は

他
宗
教
の

中
に

も
真
理
の

要

素
を

示
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し

て
い

る

と
い

う
考
え
で

あ
る

。

た

だ
、

そ
の

宗
教
の

信
者
は
そ
の

真
理
が
一

体
何
で

あ
る

の

か

を

知
ら

ず
に

、

神
の

恵
み

を
経
験
し

て
い

る

の

で

あ
っ

て
、

「

無
名
の

キ

リ
ス

ト
者
」

と

呼
ば

れ

て

い

る
。

　
し

か

し

な

が

ら
、

根
本
的

に

は

キ

リ
ス

ト

教
が

他
の

文
化
や

宗
教
に

対
し

て

優
位
に

立
っ

て

い

る

こ

と

は

変
わ

り
な
く

、

同

等
の

も

の

で

あ
る

と
い

う
認
識
は

な
い

。

　
キ

リ

ス

ト
教
は

宣
教
に

お
い

て
、

そ
の

よ

う
な

文
化
や

宗
教
と

出
会

う
の

で

あ
り

、

そ
の

宣
教
の

場
に

お
い

て
、

キ

リ
ス

ト

教
は

自

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

〔
12）

分
た

ち
の

西
洋
神
学
を

修
正

す
る

こ

と

な
く

、

一

つ

の

譲
歩
と
し

て

宣

教
地

の

「

異
教
的
価
値
観
に

汚

染
さ

れ
て

い

な
い
」

文
化
的
要

素
を

信
仰
の

表
現
と

し

て

取
り
入
れ

る
こ

と

を

認
め

て

き
た

。

キ

リ
ス

ト

教
の

核
心
と

し
て

の

実
を

変
え
る
こ

と

な

く
、

そ

の

様
式
と

し

て

の

殻
を
宣
教
地
の

文
化
に

順
応
さ

せ
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　

そ

の

よ

う
な
宣

教
方
策
は
、

カ

ト

リ
ッ

ク

で

は

適
応
（
〉
仙

咢
什

器
。
・
）

、

プ
ロ

テ
ス

タ

ン

ト

で

は

土

着
化
（
ヨ
臼
αQ
。

巳
N

豊
8
）

と

呼
ば

れ
た

。

　

日

本
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト

教

葬
儀
の

変
遷
を

辿
っ

て

み

る

な
ら
ば

、

仏
教
的
な

死

者
儀
礼
の

要
素
が
キ

リ
ス

ト
教

葬
儀
の

中

に

取

り

入
れ

ら

れ

て

い

る
こ

と

が

明
ら

か

で

あ
る

。

し

か

し

そ
の

根
本
に

お
い

て
、

キ

リ
ス

ト

教
葬
儀
自
身
が

変
わ
る
こ

と

は

意
図

さ

れ

て

お

ら

ず
、

日

本
に

お

け
る

「

し

か

た

が

な
い
」

一

つ

の

譲
歩
と
し

て
、

絶
え

ず
「

異
教
的
要
素
の

混
入
」

に

警
戒
し
つ

つ

な

さ

れ

て

い

っ

た
。

　
こ

こ

で

は

キ

リ
ス

ト

教
と

他
宗
教
と

の

対
話
が

試
み

ら

れ

て

い

る

よ

う
で

あ
り
な

が
ら

、

文
化
的
要
素
・

宗
教
的
要
素
と
い

う
言
葉

が

示
し
て

い

る

よ

う
に

、

西
洋
の

啓
蒙
主
義
的
な
考
え
に

基
づ

い

て
、

そ
れ

ら

の

要
素
は

キ

リ
ス

ト

教
の

好
み

や

必
要
に

従
っ

て

宗
教

や
文
化
本
体
か

ら
切
り
離
さ

れ

て

用
い

る
こ

と

が
出
来
る

と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

考
え
に

対
し
て

、

要
素
と

本
質
が

切
り

13 （847）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

離
さ
れ

、

一

要
素
だ

け
を

拒

否
反
応
の

な
い

中
立

的
な

も
の

と

し

て

移
植
す
る
こ

と

が
出

来
る

の

か

と
い

う
問
い

が

投
げ
か

け
ら

れ

る
。

　
（

3
）

多
元
主
義

　
多
様
に

具

現
化
さ
れ
る

神
の

存
在
　
ぼ
o

巨

ε
蕁
け

δ
昌

　

キ

リ
ス

ト
の

救
い

の

絶
対
性
が

問
題
で

あ
っ

た
の

に

対
し

て
、

神
の

救
い

の

意
志
の

普
遍

性
に

強

調
点
が

移
っ

て

き
た

。

多
元
主

義

的
な

他
宗
教
理

解
に

お
い

て

は
、

キ

リ
ス

ト

教
に

示
さ

れ

て

い

る

神
の

救
い

の

意
志
は

、

他
宗
教
の

中
に

も

普
遍
的
に

示
さ

れ

て

い

る

と

考
え
る

。

「

神
的
存
在
の

概
念
は

人

格
的
な

神
的
存
在
と

し

て

多
様
に

具
現
化
」

し

て

い

る

と

考
え
ら
れ
る

。

　
こ

の

多
元

主

義
そ
の

も
の

が

キ

リ
ス

ト
教
の

宣
教
理
解
に

影
響
を

与
え
た

わ

け
で

は

な
い

が
、

こ

の

多
元

主

義
の

背
景
に

あ
る
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

中
心
主

義
の

キ

リ
ス

ト

教
理
解

、

宗
教
理
解
の

崩
壊

、

も
し
く
は

非
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

圏
に

お
け
る

、

つ

ま

り
被
宣
教
国
の

キ

リ
ス

ト
教
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

・

キ

リ
ス

ト
教
か

ら
の

解
放
が

、

宣
教
理
解
へ

大
き
な

影
響
を
与
え
る

も
の

と

な
っ

た
。

　

も
ち
ろ

ん
、

こ

の

背

景
に

は

第
二

次
世
界
大
戦
後
の

植
民
地
政
策
の

終
焉

、

世
界
そ
の

も
の

が

多
元
的
社
会
に

な
っ

て

き
た

こ

と

が

あ
り

、

一

元
化
さ
れ
た

キ

リ

ス

ト
教
で

は

な
く

、

多
元
的
な

キ

リ
ス

ト

教
の

あ

り
方
が

摸
索
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
れ

ぞ
れ
の

文

化
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ
の

キ

リ

ス

ト
教
が

あ
り

、

そ
れ

ぞ

れ

の

キ

リ
ス

ト

教
が

成

り
立
つ

た

め

に

は

そ

の

土

地
の

文
化
や

宗
教
と

の

対
話

は

避
け
る

こ

と
の

で

き
な
い

と
い

う
理
解
で

あ
る

。

こ

の

文
化
や

宗
教
と

の

対

話
を
通
し

て

開
花

す
る

新
し
い

キ

リ
ス

ト

教
の

あ
り
方

を

冒
o

巳
け

霞
p

ま
昌

（

文
化
内
開
花
）

と

呼
び

、

積
極
的
に

評
価
し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　
も
ち

ろ

ん
、

こ

の

ぎ
o

巳

9
轟
什

δ
p

と

呼
ば

れ
る

宗
教
的
現

象
は

、

こ

こ

数
十
年
に

お
い

て

始
め

て

起
こ

っ

て

き
た

こ

と

で

は

な
く

、

宗
教
が

他
の

文
化
や
宗
教

と

出

会
う
場
所
に

お
い

て
は

何
ら
か
の

か

た

ち
で

他

文
化
・

他
宗
教
的
要
素
の

混
入
に
よ

る

変
化
が

生

じ

て

き
た

と

言
え
る

。

し
か

し
、

こ

れ
ま
で

は

そ
れ

を

シ

ン

ク

レ

テ
ィ

ズ

ム

（

宗
教
的
混

交
）

と

否
定
的

に

評

価
し
て

き
た

こ

と
に

対
し
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て
、

む
し

ろ

ぎ
o

巳
什

ロ

鐔
什

δ
昌

と

し
て

積
極
的
に
評
価
し

よ

う
と

す
る

宣
教
理
解
で

あ
る

。

　
ぎ
o

巳

鐙
莓
什

δ
嵩

と

い

う
宣
教
理
解
に

お
い

て

は
、

宣
教
と

は
、

非
キ

リ
ス

ト

教
者
を

改
宗
さ

せ
、

キ

リ
ス

ト

教
者
に

す
る
こ

と

で

は

な

く
、

共
に

生

活
す
る

中

に

お
い

て
、

対
話
し

、

連
帯
し

、

そ
の

中
で

自
ら
の

宗
教
の

真
理
性
を

証
し
し
て

い

く
こ

と

を

第
一

義
と

す
る

。

　
キ

リ
ス

ト

教
的

に

は
、

キ

リ
ス

ト
が

人
間
の

体
に

ぎ
o

き
鋤
け

δ
p

（

受
肉
）

し

た
こ

と

が
、

こ

の

百
o
巳

ぎ
鑓
什

δ
p

の

根

本
的
な

考

え
と
な

り
、

キ

リ
ス

ト

教

の

福
音
が

文
化
と
い

う
体
に

受
肉
す
る

と

い

う
こ

と
は

、

キ

リ
ス

ト

教
宣
教
の

根
本
的
な
あ
り
方
で

あ
る

と

言
え
る

D

　
こ

の

宣
教
理
解
に
お
い

て
、

キ

リ
ス

ト

教
は

他
宗
教
と

の

対
話

、

協
力

、

連

帯
へ

の

道
が

開
け
て

く
る

。

キ

リ
ス

ト

教
が

他
宗
教
の

要
素
を

取
り
込
む
の

で

も

な

く
、

ま
た

神
の

普
遍

的
な

救
済
意
志
に

よ
っ

て

そ

れ

ぞ
れ
の

宗
教
の

境
界
を

ぼ

や

か

す
の

で

は

な

く
、

自

分
自

身
の

真
理
と
い

う
も
の

を
し
っ

か

り
と

持
ち
つ

つ

も
、

目
の

前
に

あ
る

文

化
と

対

話
す
る

こ

と

を

通
し

て
、

自
ら

も
豊
か

に

な

り
、

キ

リ
ス

ト
教
の

福
音
の

真
理
性
の

新
し
い

側
面
を

そ
の

対
話
を
通
し

て

発

見
し
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

さ
ら

に
、

そ
の

対
話

は
一

方
通
行
的
な
も
の

で

は

な
く

、

相
互
に

影
響
を

与
え

合
う
も
の

で

あ
り

、

対
峙
す
る

宗
教
や

文
化
へ

の

尊
敬
と
い

う
も
の

に

立
っ

た

キ

リ
ス

ト
教
側
か
ら
の

影
響
を
も
否

定
さ
れ

る

も
の

で

は

な
い

。

　
（

4
）

旨
o

巳

ε
同

讐
δ
p

か
ら
H

ロ

8
円
巳
什

母
讐
δ
コ

　

ぎ
6
巳

ε
蠢
け

ご
コ

が
、

福
音
の

受
肉
と
い

う
独

自
の

ダ

イ
ナ

ミ
ズ

ム

に

よ
っ

て

動
機

付
け
ら

れ

て

い

る

な
ら

ば
、

冒
け

奠
o

巳

ε
冨
什

6
⇔

は

福
音
の

ダ
イ

ナ

ミ
ッ

ク

な
運
動
に

対
す
る

教
会
の

積
極
的
な
宣
教
的

共
鳴
で

あ
る
と

し
て

特
徴
付
け
ら

れ

る
。

ド

イ
ツ

の

宣

教
学
者

ズ

ン

ダ
ー

マ

イ

ア

ー

は
、

口
⇒
〇

三

ε
冨
口

8
は

独
自
の

現
象
で

は
な

く
、

相
互

的

な

現
象
で

あ
り

、

宣

教
し

よ

う
と

す
る
二

次
的
な

文
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（
13）

化
に

も

影
響
を

与
え

、

そ
れ

を

変
化
さ

せ

る
。

成
功
し
た
H

⇒
o

巳

ε
蠢
辞

δ
昌

は

H

三
興
oE

ε
螽
け

δ
昌

に

至
る
」

と
主

張
す
る

。

百
o

早

鐙
鑓
什

δ
⇒

の

成
功
の

前
提
と

な

る

の

は
、

他
の

宗

教
を

誠
実
に

受
け
止
め
、

自
ら

を

開
き

、

互

い

に

影
響
を

受
け
合

う
準
備
が

あ
る

　

　

　

　

　

　

　
（
14）

と
い

う
姿
勢
で

あ
る

。

他
の

宗
教
に

対
す
る

優
越

性
か

ら

で

も
な

く
、

ま

た

社
会
的
に

支
配
的
な

宗
教
や
イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

に

対
す
る

意

図
的
な
接
近
に

よ
っ

て

は
、

H

髯
三

ε
蠢
什

δ
⇒

は

成
功
し

な
い

。

な
ぜ

な
ら

、

こ

れ

ら

は

福
音
の

独
自
な
ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

で

は

な

く
、

協
調
性
の

な
い

接
ぎ
木
に

す
ぎ
な
い

か

ら
で

あ
る

。

　

イ
ン

ド

の

神

学
者
男
『

讐
o一
ω

×°

U．
ω
餌

は
、

H

口

8
円
三

2
蕁
叶

δ
旨

に

関
し
て

「

開
放

性
」

を

強

調
し

、

ぎ
oE

寓
轟
け

δ
コ

の

場
を

明

確
に

示
し
て

い

る
。

「

開
放
な
く
し
て

は

宗
教
が
結
び
つ

く
通
路
は

不
可

能
で

あ
る

。

そ
の

出
入
口

と

は

独
自
の

開
放
性
の

具
体

化
で

　（
15）

あ
る
」

。

彼
が

言
う
開
放
性
と

は
、

全

く
自
身
を

開
放
し

き
っ

て

し

ま

う
こ

と

で

は

な

く
、

「

そ

れ

ぞ

れ
の

境

界
線
の

独
自
性
を

担

う
も

　

　

　（
16）

の

で

あ
る
」

。

キ

リ

ス

ト
教
に

は

キ

リ
ス

ト

の

境
界
線
が

あ
る

。

仏
教
に

は

仏
教
の

別
の

境
界
線
が

あ
る

。

国
o

巳

巳
蕁

ま
昌

と
は

、

こ

の

境
界
線
を

取
り
除
い

て

し

ま
う
こ

と

で

は

な
い

。

し

か
し

、

そ

れ

ぞ

れ
の

境
界
線
に
は

そ
れ

ぞ
れ

の

通
路
が
あ
り

、

そ
の

通
路
を
通

じ

て
、

宗
教
が

互
い

に

関
係
を

結
び

合
う
こ

と
が

で

き
る

の

で

あ
る

。

∪．
ω
曽

が
言

う
よ

う
に

、

こ

の

通
路
と
は

そ
れ

ぞ

れ

の

宗
教
が

持
っ

て

い

る

独

自
の

開

放
性
の

具
体
化
で

あ
る

。

福
音
の

受
肉
と

し
て

の

訂
oE

叶

霞
讐
δ
自

は

キ

リ
ス

ト
教
に

独
自
の

開
放
性
を

与
え

た

と
二
［

え
る

。

そ
れ

は

他
の

宗
教
や
文
化
に

対
す
る
一

般
的
な
通

路
で

は

な
い

。

キ

リ
ス

ト

教
は
、

福
音
に

よ
っ

て

開
か

れ

た

他
の

宗

教
や

文
化
へ

の

独
自
の

通
路
を

持
っ

て

い

る
。

　

こ

の

こ

と

は
、

イ
エ

ス

の

奇
跡
物
語
と

の

関
連
で

明
確
に

示
さ

れ

て

い

る
。

マ

ル

コ

七
・

二

四

1
三

〇
に

は
、

悪
霊

を
追
い

出

す
物

語
が

記
さ

れ
て

い

る
。

シ

リ

ア
・

フ

ェ

ニ

キ

ア

出

身
の
一

人
の

女
が
、

人

目

を
忍
ん

で

イ
エ

ス

を
訪
問
し

、

自
分
の

娘
の

癒
し
を

願
っ

た
。

し

か

し
、

イ
エ

ス

は

彼
女
が
ユ

ダ

ヤ

入
で

は

な

く
、

外
国
人
（

異
邦
人
）

で

あ
る

と
い

う
理
由
か
ら

、

彼
女
の

願
い

を
拒

絶
し

、

〔850） 16
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「

ま

ず、

子
ど

も

た

ち
に

十

分
食
べ

さ

せ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。

子
供
た

ち

の

パ

ン

を

取
っ

て
、

小
犬
に

や
っ

て

は
い

け
な
い
」

（
七
・

二

七）

と

語
っ

た
。

こ

の

イ
エ

ス

の

言

葉
と

態
度
は

排
他
的

で

あ
る

。

イ
エ

ス

の

行

為
は

あ
る

特
定
の

グ
ル

ー

プ
、

つ

ま
り

、

イ
エ

ス

の

言
葉
に

従

う
な

ら

ば

排
他
的
に

ま

ず
イ
ス

ラ
エ

ル

の

家
の

子
ど

も
に

向
け
ら

れ
た
も
の

で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

の

物

語
の

結

末
で

は
、

イ
エ

ス

は

フ

ェ

ニ

キ

ア

人
の

願
い

を
聞
き
入
れ

、

娘
を

癒
し

て

い

る
。

こ

れ

は

イ
エ

ス

独
自
の

開
放

性
に

基
づ

く
も
の

で

あ
る

。

つ

ま
り
イ
エ

ス

自
身
が

当
時
の

社
会
の

中
で

差
別
さ
れ

、

抑
圧
さ

れ
て

い

た

人
々

に

自
ら
を

開
き
、

そ
の

人
々

と

関
わ

り、

イ
エ

ス

の

言
動
に

お
い

て

神
の

救
い

、

闇
か
ら
の

解
放
（
ヨ

ハ

ネ
一
．

丁

四
六
−

四

七
）

を

も

た

ら
し
て

い

る
。

イ
エ

ス

は
、

当
時
汚
れ

て

い

る
、

神

の

救
い

か

ら

遠
い

と

言
わ

れ
て

い

た

者
に

触
れ

、

そ
の

人
々

を

癒
し
て

い

る
。

徴
税
人
や
罪
人
と

呼
ば

れ

て

い

た

人
々

と

食
事
を

共
に

し
て
い

た

イ
エ

ス

の

独

自
の

開
放

性
が

、

ユ

ダ
ヤ

人

と

接

触
が

許
さ

れ

な
か
っ

た

他

宗
教
の

女

性
に

イ
エ

ス

に

近
づ

く
勇
気
を

与
え

た
。

イ
エ

ス

の

開
放
性
は

、

シ

ロ

フ

ェ

ニ

キ

ア
の

女
性
に

、

彼
女
に
と
っ

て

は

他
宗
教
へ

の

通
路
を

開
く
こ

と

に

な
っ

た
。

そ
し

て
、

そ
れ
は

イ
エ

ス

に

も
変

化
を
も
た

ら
せ

た
。

彼
女
が

他
宗
教
の

要
素
（

パ

ン

く
ず
）

を

受
け
入
れ

る

こ

と

と
、

イ
エ

ス

が

自
ら
の

開

放

性
を
具
体
化
し

た
こ

と

が
、

こ

の

宗
教
を
越
え
た

対
話
を
可

能
に

し
、

双
方
向
的
な

通

路
を

開
く
こ

と

に

な
っ

た
。

こ

の

物

語
に

お

け

る

双
方
向
性
・

相
互

性
は

ま
さ

に
、

聖

書
の

中
に

見
る
H

茸
興
o

巳

ε
蕁

ま
p

の

例

証
的
な
出
来
事
で

あ
る

。

冒
8
容
三
け

霞
碧
δ
⇒

は
、

福
音
が

も
た

ら

し
た
独

自
の

開

放

性
の

具
現
化
で

あ
る
と

言
え
る

。

お

わ

り

に

絆
を
結
ん

で
い

く
中
で

　

以

上
、

キ

リ
ス

ト

教
の

宣
教

理

解
の

変
遷
に

お

け
る

宗
教
間
の

絆
の

可

能

性
を

概
観
し

て

き
た

。

そ
の

中
で

強
調
さ
れ

た

よ

う
に

、

宗
教
を
越
え
て

対
話
し

、

さ

ら

に

宗
教
者
同
士
の

絆
を

結
ん

で

い

く
と

い

う
こ

と

は
、

互
い

の

境
界
が

な

く
な

り
、

曖
味
な

か

た

ち

で

17 （851＞
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体
化
す
る

の

で

は

な
い

。

自
分
自
身
の

真
理
性
や

宗
教
性
の

輪
郭
を
は
っ

き
り
と

持
ち
つ

つ
、

い

っ

た
い

自

分
の

宗
教
に

お
い

て

ど

こ

を

通
路
と

し

て

絆
が

結
ば
れ

て

い

く
の

か

と
い

う
こ

と

を

考
え
る

必
要
が

あ
る

。

　

し

か

し
、

そ
れ

ぞ

れ

の

宗
教
の

開
放
性
は

単
に

自
ら

が

規
定
す
る

だ

け
で

は

な

く
、

他
宗
教
と

の

協
同
の

仕
事
の

中
で

、

ま
た

宗
教

問
の

対
話
の

中
で

明
ら

か
に

さ

れ

る

も
の

で

あ
り

、

ま
た

そ
の

通
路
が
開
か

れ

て

く
る

。

そ
こ

に

宗
教
間
対
話
の

意
義
が
あ
る

。

様
々

な
災
害
や
危
機

、

人

聞
の

悲
し

み

や

苦
し
み

に

直
面
し

た

宗
教
が

そ
の

人
間
に

寄
り

添
お

う
と

す
る

時
に

、

自
ら

の

開
放
性
と

他
者
と

結
び
つ

い

て

い

く
通
路
が
明

ら

か

に

な
っ

て

い

く
も
の

で

あ
ろ

う
。

　

そ

れ

ゆ
え

、

宗
教
間
対
話
の

場
は

、

互
い

の

真
理

問
題
で

は

な

く
、

人
間
と
自
然

、

も
し

く
は

人
間
を

含
む

自
然
の

痛
み

と

悲
し
み

で

あ
る
べ

き
で

あ
り

、

人
間
・

自

然
を

中
心

と
し

た

神
学
・

宗
教
学
の

構
築
が

求
め

ら

れ
る

。

自
ら

の

宗
教
の

真
理
性
を

護
教
的
に

守

る
こ

と
に

よ
っ

て

は
、

宗
教

問
対
話
は

生
ま

れ

ず、

人

聞
や

自

然
の

痛
み

や

苦
し

み

に

そ
れ

ぞ

れ

の

宗
教
の

真
理
性
が

問
わ

れ

る

よ

う

な

場
に

お
い

て
、

人

間
や
自
然
の

痛
み

や

苦
し

み

に

向
か
い

合

う
宗
教
の

問

に

生
ま
れ

て

く
る

も
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

つ

ま

り
、

人
と
人

と
の

絆
を

創
り
出
し

、

人

類
の

平
和
や

紛
争
の

解
決
に

資
す
る

た

め

に

は
、

そ

れ
ぞ
れ
の

宗
教
は

他
宗
教
と
の

対
話
と

協
働

、

自
己

変
革
を

も
視

野
に

入
れ

た

緊

張
関
係
（

巨
奠
。

葺
霞
魯
。

巳

に

よ

る

新
し
い

神
学

、

自
己
理

解
を

構
築
す
る

用

意
が

な

く
て

は

な

ら

な
い

。

　

そ
こ

で

は
、

希
望
が

重
要
な

キ

ー

ワ

ー

ド
と

な
っ

て

く
る

。

希
望
と

い

う
も
の

は

ま
だ

な
い

も
の

で

あ

り、

多
く
の

宗
教
が

そ

の

ま

だ
な
い

も
の

を

語
っ

て

き
た

。

し

か

し

そ

の

「

希
望
が

希
望
と

し
て

人
々

が

共
有
す
る

時
、

そ
れ
は

ま
だ
な
い

が

「

存
在
』

す
る

も
の

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
17）

と
し

て
、

わ

た

し

た

ち
の

現
実
と

な
り
得
る．

そ

の

意
味
で

希
望
は

社
会
を

変
革
す
る

原

動
力
と
な

る
」

。

宗
教
が

人
間

や

自
然
の

痛

み

や

悲
し

み

に

か

か

わ
る

中
で
、

現
状
保
持
と
い

う
「

幸
せ
」

を
語
る

の

で

は

な
く

、

現
状
の

変
革
を
含
む
希
望
を
語
る

こ

と

に

よ
っ
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て
、

そ

れ
を
人
々

が
共

有
す
る

と
い

う
絆
を

創
り
だ

し

て

い

く
こ

と

が

で

き

る
。

　

そ
れ
は

、

絶
え
ず
希
望
を
語

り

続
け
て

き
た

宗
教
に

し
か

出
来
な
い

業
で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

宗
教
が

希
望
を

語
ら

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た

時
、

宗
教
は
そ
の

役
割
を
失
っ

て

し

ま

う
。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

ぎ
δ

零
巳

巳
鐔
膏

δ
口

に

よ
っ

て
、

他
宗
教
と

の

絆
を

創
り
だ

し
て

い

く
こ

と

は
、

自
ら
の

宗
教
的

使
信
を

明
確
に

す
る
こ

と
で

あ
り

、

ま
た

信
仰
の

あ
り
方
を

信
徒
が

自

覚
的
に

把
握
し

、

実
践
す
る

チ
ャ

ン

ス

で

も

あ
る

。

他
宗
教
に

対
す
る

対
決
に

よ
っ

て

白
己
の

宗
教

内
に

絆
を

築
い

て

い

く
の

で

は

な

く
、

対
話
と

協
働
を
通
し

て

他
の

宗
教
に

開
か

れ
て

い

く
時

、

時
、

人
間
の

共
生
の

絆
へ

と

人
々

を
招
い

て

い

く
宣
教
が

推
進
さ
れ
て

い

く
。

そ

し

て

互
い

に

希
望
を

共
有

す
る

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles
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注
（

1
）

　
こ

の

「

大
宣

教
命
令
」

に

つ

い

て
、

「

す
べ

て

の

民
」

と
は

い

っ

た
い

誰
を
指
し
て

い

る

の

か
と

い

う
こ

と
に

関
し

て、

単
純
に

人

類
全

体
と

い

う

　

　
宣
教
領
域
と
そ
の

目
的
を

表
す
も
の

で

は
な
く、

イ

エ

ス

の

復
活
に

よ

る

新
し
い

時
代
の

到
来
を
表
す
言
葉
と

し
て
、

マ

タ

イ
福
音
書
が
書
か

れ
た

文

　

　
脈
の

中
で

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と

い

う
主

張
も
あ
る

。

マ

タ

イ
に

お

け
る

宣
教
理
解
に
つ

い

て

は
、

デ
イ

ヴ

ィ

ッ

ド
・

ボ

ッ

シ

ュ

（
東
京
ミ

　

　
ッ

シ

ョ

ン

研
究
所
訳）

『

宣
教
の

パ

ラ

ダ
イ

ム

転
換

　
上
』

新
教
出
版
社、

一

九
九
九

年、

｝

〇

三

−
一

四

七

頁
を

参
照

。

こ

の

言

葉
の

聖

書
学
的
な

　

　
釈
義
を
越
え
て、

こ

の．
言

葉
が
全
世
界
に

宣
教
師
を

遣
わ

し、

世
界
宣
教
を
導
い

て

き
た

こ

と

は

否
め

な
い

。

（

2
）

　
カ

ト
リ
ッ

ク
教
会
は

第
ニ

バ

チ
カ

ン

公
会
議
を

経
て
、

他
宗
教
へ

の

態
度
を

「

対
立

か
ら
対
話
へ

」

と

変
え
た

。

諸
宗
教
委
員
会
編

『

祖

先
と

死
者

　

　
に
つ

い

て

の

カ

ト
リ
ッ

ク

信
者
の

手
引
」

カ

ト

リ
ッ

ク
中

央
協
議
会、

一

九
八

五

年、

九
1
一

〇
頁
を

参
照

。

（
3）

世
界
教
会
協
議
会
に

お
い

て

も、

一

九
七

〇

年
代
に
入
っ

て、

宗
教
問
対
話
に

つ

い

て

活
発
な
議
論
が
交
わ

さ
れ
、

一

九
七
九
年
に

『

多
様
な
宗
教

　

　
と

イ

デ
オ

ロ

ギ
ー

に

生
き
る

人
々

と
の

対
話
に

関
す
る

指
針
』

（
Ω

巳
伍
Φ

巨
o
ω

o
コ

∪

巨
ooq

⊆
Φ

言
些
勺
Φ

o

覧
Φ

oh

ピ閂
≦
口

oq

悶
帥凶
け

げ
の

き
α

固
Φ

o
δ
ひq
δ
ω−

　

　
Ω
Φ

口
Φ

＜
餌

」
雪
ゆ
）

が

公
に

さ

れ

て

い

る
。

以

来、

宗
教
問
の

関
係
や

対
話
を

促
進

す
る

様
々

な

神
学
的
・

実
践

的
取
り
組
み

が

進
め
ら
れ

て

い

る
。

　

　
世
界
教
会

協
議

会
の

宗
教
間
対

話
に

つ

い

て

の

基
本
的
な
指

針
に

関
し
て

は
、

世

界
教
会

協
議
会
（
村
瀬
義
史
訳
∀

『

宗
教

間
の

対
話
と

共
生

の

た

め

　

　
に

』

新
教
出
版
社、

二

〇
〇

六
年
を
参
照

。
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（
4

）

　
神
田

健
次
「

神
戸
の

ピ

ー

ス

セ

レ

モ

ニ

ー

に

参
加
し
て
」

（
関
西
学
院
大
学
キ

リ

ス

ト

教
と

文
化
研

究
セ

ン

タ

ー
『
RCC

ニ

ュ

ー

ス

レ

タ

ー
』

M

　
　
19
、

二

〇
一
一

年
七

月）
、

　一

頁
。

（
5

）

　
戦
後
の

宗
教
者
に
よ

る

平
和
運
動
に

つ

い

て

は
、

森
下
徹
が

詳
細
に

報
告
し
て

い

る
。

森
下

徹
「

戦
後
宗
教
者
平
和
運
動
の

出
発
」

（

『

立
命
館
大

学

　
　
人
文

科
学

研
究
所
紀
要
』

恥

80、

立

命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所、

二

〇
〇

三

年
）

、

＝
二

五

1
＝
ハ

ニ

頁
を

参
照

。

（

6
）

　
毎

日

新
聞
二

〇

＝

年
四

月
一

四

日

の

記
事
（
匿
ε
＼
＼

B
蝕

巳

畠
こ
O
＼
ω

Φ

δ
o

ぐ
≦
Φ

践
げ
Φ

琶
の

毛
の

＼
b 。

O
一

一

〇
ω

一

じ、
母
〇

三
く
Φ

＼

コ
 

≦
ω

＼
b。
O
一

一

＼
O
癖
＼
一

幽
＼

　
　
b。

臼
一

〇

自
 

評
OOOO

匿
O
心
O
一

竃
OOOo

°
ぼ
B一
）

、

産

経
新
聞
二

〇
一
一

年
四

月
二

二

日
の

記
事
（

腎
け

肩
＼
＼

鶏
島
虫

甘゚
B
°・

昌゚

oo

ヨ
＼

⇔

凍
巴

話
＼

口
Φ

毛
・゚

＼
一

一

〇
幽
b。
°。

＼

　
　
房
準
一

〇

お
゜。

NO

°。
b。

OO

お−
巳゚

鐸

邑

等
。

（

7
）
　
目

本
宗

教
者
平
和
協
議
会
編
『

宗
教
者
と
平
和
』

新
口
本
新
書、

一

九
八

四
年、

＝
二

九

頁
を
参
照

。

た

だ
、

平
和
を
巡
っ

て

宗
教
者
が
分
裂
し
て

　
　
い

く
一

面
を
も

有
し
て
い

る

こ

と

も

忘
れ
て

は

な
ら
な
い

。

第
二

次
世
界
大
戦
後
の

宗
教
者
に

よ

る

平
和
運
動
の

構
築
に
つ

い

て

は
、

前
掲

、

森
下

徹

　
　
「

戦
後
宗
教
者
平
和
運
動
の

出
発
」

を

参
照

。

（

8
）
　
仏

教
、

キ
リ

ス

ト
教
諸
派
が、

戦
後、

第
二

次
世
界
大
戦
下
に

お
い

て

天
皇
制
帝
国
主
義
を

に
荷
担
し、

自
ら
に

戦
争
責
任
が
あ
る
こ

と

を

告
白

、

　
　
懺
悔
し
て

い

る
。

日

本
宗
教
者

平
和
協
議

会
編
「

宗
教
者
の

戦

争
責
任
　
懺
悔
・

告
山
資
料
集
　
　
再
び

戦
争
を
起
こ

さ
せ
な
い

た

め

に
』

白
石

書

　
　
店

、

一

九
九
四

年
を
参
照

。

（

9
）
　
キ

リ
ス

ト

教
徒
i

ユ

ダ
ヤ
教

徒
・

イ
ス

ラ

ム

教
徒

−
異
教
徒
と
い

う
三

分
法
も

使
わ

れ
る

こ

と
が

あ
る

。

キ
リ

ス

ト

教
の

立

場
か
ら、

ユ

ダ
ヤ

教

　
　
徒
・

イ

ス

ラ

ム

教
徒
を
一

段
低
く
は

見
る

が、

そ
こ

に

ま
だ

親
近
性
も
見
て

い

る
。

し
か
し、

異
教
徒
は

そ
こ

か
ら
さ
ら
に

低
い

位
置
に

あ
る
も
の

と

　
　
し

て

み

ら
れ

て

い

る
。

（

10
）
　
鐵
σ

三
国

螽
路

日
 

夢
o
α

と
は

、

「

何
も

書
か
れ
て

い

な
い

書
板
」

を

意
味
し、

白
紙
の

状
態
の

心
を
表
現
し
て

い

る
。

つ

ま
り
キ

リ
ス

ト
教
宣
教
に

　
　
お

い

て
、

既
存
の

宗
教
や

文
化
的

要
素
を
人
々

の

心
や

生
活
か

ら

取
り
除
き、

何
も
書
か
れ
て

い

な
い

状
態
の

上

に

キ

リ
ス

ト
教
信
仰
を

教
え
る

と

い

　
　
う
宣

教
方
策
で

あ
る

。

一

六
世
紀
の

カ
ト
リ

ッ

ク

宣
教
方
策
か

ら

始
ま
り、

現
代
に

お

い

て

も

他
の

宗
教
を

否
定
し、

キ
リ
ス

ト
教
の

優
位
性
を
生

張

　
　
す
る

教
派
の

宣
教
方

策
と

し
て

用
い

ら

え
る

こ

と

が
あ
る

。

エ

ル

ネ
ス

ト
・

D
・

ピ
レ

イ
ン

ス

（
佐
々

木
博
訳）

『

出
会
い

と

対
話
か
ら
の

宣
教
と

福

　
　
音
化
』

オ

リ
エ

ン

ス

宗
教
研
究
所、

二

〇
〇
二

年
、

一

六
−
一

七

頁
を

参
照

。

（
11
）
　
ζ
帥

葺

即
］
≦

巳
嵩

諺゚

O
神

識
吻

職

§
帖

骨
k

§
譜

ミ

ミ
§−
出

80
一
巳
⊆

」
 
 

Q。

も
P
一

ω
Ol

雛
H．

（
12
）
　
デ

イ

ヴ

イ

ッ

ド
・

ボ
ッ

シ
ュ

　（
東
京
ミ

ッ

シ
ョ

ン

研
究
所
訳
）

『

宣

教
の

パ

ラ

ダ
イ
ム

転
換

　
下

巻』

新
教
出

版
社

、

二

〇

〇
一

年
、

三

三

〇

頁
。

（
13
）
　
日

90G
っ

信
⇒

ロ

2
日
Φ

帯
ぴ

．．
＜
Φ

苫
Φ

什

N
け

Φ

＜
Φ

話
o

巨
Φ

α
Φ
コ

9
拝

N
ニ

ヨ

℃
居

o一

舞
け

巴

需
「

ヨ
器

蒔
三

ε
毎一
F

窪
→

冨
05

職
o囓、、

ヨ

Ω

譽
α
 

ON

譽
ぎ
ヨ

　
　
自

コ

匹

O
巨
げ

器
N
Φ

q
α

窪
巳
（

閏
騨
）°

『
諒
笥

ミ
蠹
臘
帖
ミ

陣
凡

き
§

譜
、

ミ
欝

幕
ミ
、

ミ
ミ
翻

ミ
、−

名
鍵
N
σ
＝

薦
bOH
ρ

Qq
］
逡゚
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（
14
）

牢
曽

言
ω

×°

O．
°。

ρ

．．
凋

害

慧
器

じd

ま
＝

鑄

茸
隻
コ

毎
巨
巨
匿
δ

田
目

亀

螽
舮q
°。

ざ
臼
o
Φ
什

8N
  ，

貯

日

ぎ
ヨ
帥
。゚

ω
。

ξ
 
こ

警

築
痔゚
y

　

　
　

§
b
ミ
蠹
叙

ミ

映

ミ
ミ
靆．．
冲

§

§
ミ

ミ
ミ
巴

喧

駐
b。

ミ
§
吸

§

ミ
薯
罫
ミ
ミ

ミ
貯

映
。

ミ
富艦
§
押

ζ
O

塁

§
bOO
ρ

Q。．
“。

甲
も。

ρ

（
15
）

〉°
p
ρ
Q。

』
直

（
16
）

〉°
pgQ

っ

』
宀

（
17
）

　
東
大
社
研
編

『

希
望

学
1
　
希
望
を
語
る
』

東
京
大
学
出
版
会、

二

〇

〇

九

年、

四

頁
。

謁
ミ

喧
ミ
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Indigenization, Inculturation, and  Interculturation

NAKAMICHI  Motoo

Inter-religious dialogue is an  inevitable part  of the peace-building process

in our  society  where  all parts of  the globe are  so interlinked and  face ten-

sion.

  However,  Christianity is a  religion  of  mission,  and  it has claimed  that it

has the one  and  only  truth. A  question remains  whether  Christianity is

entitled to participate in an  inter-religious dialogue in the first place. At  the

same  time, we  should  not  forget the past history in Japan where  a super

ideology (Emperor Imperialism) surpressed  religions  in Japan by oppress-

ing and  eventually  engulfing  them  under  the requirement  of  total

obedience  to this Emperor  Imperialism.

  VLTe need  a  new  theology  of  mission  if Christianity is to maintain  its iden-

tity and  at the same  time deepen inter-religious dialogues and  cooperation

with  other  religions.

  In the development of religious  theology, Christian missiology  has

changed  its key concepts  from 
"indigenization"

 to 
"inculturation"

 and  then

to 
"interculturation."

 There  is a  possibility of  building human  bonds and  a

challenge  for the birth of  a  new  theology in the concept  of  interculturation.
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