
〈
特
集
「
比
較
を
超
え
て
―
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
―
」
３
〉
（
要
約
）

宗
教
的
真
理
は
「
多
」
か
「
一
か

わ
た
し

は
、
宗
教

的
な
真
理
は
「
多
く
あ
る
」
と

い
う
立
場

を
擁
護
し
た

い
。
し

か
し
、
そ

の
理
由

は
、
ふ
つ
う
よ
く
言

わ
れ

る
も

の
と

は
異
な
っ
て

い
る
。
ふ
つ
う
よ
く
見
ら

れ
る
立
場

は
、
さ
ま
ざ
ま
な

伝
統
に
見
ら
れ
る
見

解

は
、
伝
統
そ

の
も

の
と
そ
の
伝
統
が
持
つ
文
化

的
・
言
語
的
な

シ
ス
テ

ム

か
ら
独

立
し
た
別

の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
比
較
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
ゆ
え

に
。

宗

教
的
真
理
は
多
く
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
わ
た
し
の
立
場
と

は
ち
が
う
。
わ
た
し
の
立
場
は
、
異
な

っ
た
文

化
的

二
言
語
的

シ
ス
テ

ム
は
、

複
雑
な
リ
ア
リ
テ

ィ
の
多
様
な
特
徴

に
対
し
て

わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
向
け

る

こ
と
を
要

求
し
て

い
る
と

い
う
も
の
で
あ

る
。

そ
の
一
つ
の
実
例
と
し
て
、
東
洋
と
西
洋
の
医
学
に
つ

い
て
考
え
て
み
ょ

う
。
両
者

は
人
間
の
身
体

に
つ

い
て
の
異
な

っ
た
関
心

に
基
づ

い
て

い
る
。

西
洋
医
学

は
、
身
体
が
持
つ
機
械
的
な
特
徴

に
関
心
を
集
中

さ
せ

る
の

に
対

し
て
、
東
洋
医
学

は
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
流
れ

に
注
意
を
向
け

る
。
そ

の
よ
う

な

ジ

ョ
ン

・
Ｂ

・

カ

ッ
プ

ち
が
い
に
よ
っ
て
両

文
化
で

は
身
体
を
め
ぐ
る
経
験
全
体
が
形
成
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
洋
医
学
も
西
洋
医
学
も
、
患
者
の
も
の
の
見
方
や

文
化

的
・
言
語
的

な

シ
ス
テ

ム
と
あ

る
程
度
関
係
な
く
、
東
洋
人
と
西
洋
人

の
両

方
の
身
体
を
癒
す
た
め

に
用

い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

同
様
に
、
東
洋
と
西
洋
の
宗
教
的
伝
統
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
持
つ
異
な
っ
た

特
徴
に
関
心
を
向
け
て
き
た
。
東
洋
の
伝
統
で
は
、
経
験

に
お
け
る
普
遍

的

で

必
然
的
な
特
徴

に
そ
の
焦

点
を
合
わ
せ
て
き
た
が
、
一
方
イ
ス
ラ

エ
ル
か

ら
生
じ
た
伝
統
は
偶
発
的
で
歴
史
的
な
経
験
が
持
つ
特
徴

に
関
心
を
向
け
て

き
た
。
そ
の
こ
と

は
避
け
が

た
い
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
こ

に
導
き
出
さ
れ
る

真
理

は
根
本
的

に
異

な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

西
洋
で

は
、
そ
れ

に
対
し
て
忠
誠
を
求
め
る
い
か
な
る
伝
統
も
、
そ
の
重

要
な
目
的

は
そ
の
信
奉
者

た
ち
を
意
味
の
あ
る
ひ

と
つ
の
歴

史
の
中

に
位
置

づ
け

る
こ
と

に
あ

る
。
過
去

に
起
こ

っ
た
出

来
事

の
全
体

像
は
、
想
像
も
つ



か

な

い

ほ

ど

広

く

漠

然

と

し

た

も

の

で

あ

る

が

ゆ

え

に

、

そ

の

こ

と

全

体

に

は

徹
底

し

た
選

択

が

含

ま

れ

て

い

る

。

実

証

主

義

者

、

マ

ル
キ

ス
ト

、

フ

ェ

ミ

ニ
ス

ト

、

デ

ィ

ー

プ

・

エ
コ

ロ
ジ

ス

ト

た

ち

は

、

自

己

や

救

済

に

つ

い

て

全

く
異

な

っ
た
見

解

を

持

っ
て

い

る

が

ゆ

え

に

、

全

然

違

っ
た
選

択

を
行

う

の

で
あ

る

。

ま

た

、

そ

れ
ら

の
選

択

は

す

べ

て

、

ユ
ダ

ヤ

教

や

キ

リ

ス

ト

教

あ

る

い

は

イ

ス

ラ

ム
教

の
救

済

の
歴

史

と

は

、
非

常

に

異

な

っ
て

い

る
。

し

か
し

、

そ

の

よ
う

な
違

い

に

よ

っ
て

、

真

理
と

誤

謬

の

問

題

が

提

起

さ
れ

る

の

で

は

な

い
。

そ

れ

ぞ
れ

の

選

択

そ

れ

自

体

は

、

重
要

な

い

く

つ

か
の

真

理

（
ｔｒ
ｕ
ｔ
ｈ
ｓ
）

に

光

を
当

て

て

い

る

。

た

だ

、

そ

こ

に

導

き

出

さ

れ

た

見

解

が

、

他

の

真

理

を

否

定

し

た

場

合

の

み

、

そ

れ

は
誤

っ

た
も

の

と

な

る

の

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

他

の

真

理

に
対

す

る

批

判

的

な

見

解

は

、

そ

の

見

解

が

真

理

を

ど

れ

ほ

ど

示

し

て

い

る

の

か

、

そ

し

て

そ

の

真

理

が

身

近

な

問

題

に

と

っ

て

ど

れ

だ

け

意

味

が

あ

る

か

に
対

し

て

関

心

が

あ

る

の

で

あ

る

。

キ

リ

ス
ト

教

徒

に

と

っ
て

、

イ

エ
ス

の

重
要

性

に

た

い

す

る

信

仰

の

試

金

石

は

、

原

理

的

に

そ

れ

を

含
む

物

語

が

、

そ

れ

に

含

ま

れ

る

す

べ

て

の

こ

と

が

ら

を

曖

昧

に

し
歪

め

る

こ
と

な

く

、

そ

の
重

要

性

を

述

べ

伝

え

ら

れ

る

こ

と

が

で
き

る

か
ど

う

か

で

あ

る
。

他

の
物

語

か
ら

学

ぶ

こ

と

に

よ

っ
て

、

キ

リ

ス
ト
教

徒

た

ち

が

自

分

た
ち

が

受

け

継

い
で

き

た
物

語

が

、

か

な

り

曖

昧
で

あ
り

ま

た

歪

ん

で

い

る
こ

と

に
気

づ

い

た
場

合

に

は

、

イ

エ
ス

の

重
要

性

を
放

棄

す

る

こ

と

な

く

そ

の

物

語

を

見

直

し

、

そ

し

て

発

展

さ

せ

る
こ

と

が
そ

の
課

題

と

な

る

。

し

か

し

、

も

し

そ

の

こ

と

が

う

ま

く

い

っ
て

い

る
と

し

て

も

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

イ

エ

ス
の

重

要
性

を

曖

昧

に
し

歪

め

た
り

す

る
こ

と

な

く

そ

の
内

容

を

伝

え

て

い

る
ほ

か

の
物

語

全
部

を

排
除

す

る
も

の
で

は

な

い

。

ま

た
、

真

理

の

多

様

性

と

い
う

こ

と

は

、

経
験

が

持

つ
必

然

的

な
特

徴

に

注
目
し
た
場
合
に
も
明
ら
か
に
な
る
。
（
不
二
一
元
論
Ａ
ｄ
ｖ
ａ
ｉ
ｔ
ａ
）
ヴ
ェ
ー

ダ

ン

タ
と

仏

教

は

リ

ア

リ

テ

ィ

に

つ

い
て

全

く

異

な

る
説

明

を
す

る
。

ヴ

ェ

ー

ダ

ン

タ
は

、

外

界

が

除
外

さ
れ

た

「
純

粋

意

識

」

と

呼

ば

れ

る

一

つ

の
経

験

に

つ

い

て

語

っ
て

い

る

。

仏

教

で

は

、

経

験

の
個

々

の
契

機

は
、

縁

起

（
ｐ
ｒ
ａ
ｔｌｙ
ａ
-ｓ
a
mｕ
ｔｐ
ａ
ｄ
ａ
）
’

す

な

わ

ち

全

体
と

と

も

に

生

起

し

て

い

る

と

説

く
。
こ

れ
ら

の
見

解

は
互

い
に

対

立

し

て

い

る

よ

う
で

あ

る
が

、

両

者

と

も

経

験

を

そ

の
根

拠

と

し

て

い
る

。

ヒ

ン
ズ

ー

教

の

行
者

は
、

意

識

を
止

滅

す

る

こ

と

な

く

、

自

ら

を

自

分

の

ま

わ
り

の

環
境

か
ら

切

り

離

す

こ

と

が
で

き

る
。

禅

の
修

行

者

は
、

自

分

自
身

が

分
別

を

滅
し

た
縁

起

そ

の
も

の

で

あ

る
と

さ

れ

る

。

こ

れ

ら

の

経

験

は

、

そ

の
教

え

の

伝

統

と

一

致

し

て

お

り
、

し

た

が

っ
て

両

者

に
お

い
て

真

理

で

あ

る
。

わ

た
し

の
理

解

す

る
と

こ

ろ
で

は
、

こ

の
こ

と

は

、

リ

ア

リ

テ

ィ

と

は
非

常

に
複

雑

な
も

の

で

、

こ

の

二

つ

の
経

験
に
つ
い
て
の
見
解
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

東

洋

で

も

西

洋

で

も

、
あ

ら

ゆ

る
経

験

の
中

に
恩

寵

の

は

た
ら

き

が

あ

る

こ

と

に

気

づ

い

て
き

た

。
し

か
し

、

こ

の
こ

と

に

つ

い

て

、
さ

き

に

示

し

た

二

つ

の

タ

イ

プ

は

い

ず
れ

も

あ

ま

り

注

意

を

払

わ

な

い

。
そ

の

点

、

浄

土

教

と

キ

リ

ス

ト
教

は
そ

の
こ

と

に

関

心

を

持

っ
て

い
る
。

わ

た
し

の

考

え

で

は

、

こ

の

よ

う

な
関

心

は
そ

の
こ

と

に
気

づ

い
て

い

よ

う
と

い
ま

い
と

、

リ

ア

リ

テ

ィ

の
も

う

ひ

と

つ
別

の
側

面

を
示

し

て

い

る

の
で

あ

る
。



こ
の
会
議

の
テ
ー

マ
は
、
「
比
較

を
超
え
て
」

と

い
う
の
で
あ

る
。

こ
れ

ま
で
述

べ
て
き

た
見
解
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
比
較
を
超
え
て

い
く
べ
き
理

由

は
示

さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
も
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
伝
統
が
、
複
雑

な

リ
ア
リ
テ
ィ
の
異
な

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
に
た

い
し
て
関
心

を
持
つ
な

ら

ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ

に
と

っ
て
価
値

の
あ

る
真
理
を
示

し

て
く
れ
る
の
で

は
な

い
か
と
期
待
し
つ
つ
、
そ
れ
ら

の
こ
と
す

べ
て

に
注

意

の
目
を
向
け
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
徒
あ
る
い

は
キ
リ

ス
ト
教

徒
と
し
て

の

信
仰
を
持
つ
こ
と

に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
手

に
入
れ

る
こ
と
の
で
き

る
真

理
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
他

の
人

々
か
ら
何
か
学
ぶ

た

め

に
対
話
を
行
う
こ
と

に
は
、
そ
れ
な
り
の
正

当
な
理
由

が
あ
る
の
で

あ
る
。

他
の
人
び
と
か
ら
何

か
学
ぶ
た
め

に
は
、
そ
の
人

び
と

が
わ
れ
わ
れ
か
ら
何

か
学
ぶ
必
要
は
必
ず
し
も
な

い
け
れ
ど
も
、
た

い
て

い
は
学
ぶ
こ
と
と
教
え

る
こ
と
の
両
方
を
求

め
て

い
る
。

こ
の
会
議

に
お
け

る
わ
れ

わ
れ

の
関

心
は
、
浄

土
教

と
キ
リ
ス
ト
教
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
両
者
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
f
a
i
t
h

「
信
」

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
比
較

を
超
え

る
と

い
う
こ
と

を
明
ら

か
に
し
て
み
ょ
う
と
思

う
。
信

心
に
つ
い
て
の
浄
土
教
の
議
論
を
た

ま
た
ま
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
が
ど
れ
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
f
a
i
t
h

「
信
」

に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
理
解
が
満

た
さ
れ

て
き
た

か
を
示

す

こ
と
に

よ

っ
て

、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
一
人

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
省
察
し
た

い
と
思

っ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お

い
て

ｆａ
ｉｔｈ
「
信
」
と

い
う
言
葉

は
多
く
の
意

味
を
含

ん
で

い
る
。
そ
れ
は
時
に
は
信
じ
ら

れ
る
べ
き
も

の
を
指
し
て
い
る
。
キ
リ

ス

ト
教
徒

に
と

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
が
持

つ
形
式
の
正
し
さ
は
大
切

な

こ
と
で
あ
り
、
軽

ん
ぜ
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
ほ
と
ん
ど

の

キ
リ

ス
ト
教
徒

た
ち
は
正

し
い
信
仰
そ
れ
自
体

に
よ
っ
て
す
く
わ
れ
る
と

は
思

っ
て

い
な
い
。

し

か
し

一
方
、
イ

エ
ス
の
贖
罪
の
死
や
神
の
性
格
と
い
っ
た
主
要
な
信
仰

内

容
を
実

存
的
に
受
け
入
れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ

の
よ
う
な
信
仰

は
神
あ

る
い
は
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
頼
を
喚
起
し
、
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
信
頼
は
し
ば
し
ば
f
a
i
t
h
「
信
」
に
よ
る
救
済
と
同
じ
だ
と
さ

れ

る
。
神

と
同
一

視
さ
れ

る
よ
う
な
頼
る
べ
き
存
在
が
い
る
と
信
じ
る
こ
と

は
知
的
に
困
難
で

あ
る
の
で

、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
た
ち

は
、
そ
の

よ

う
な
信

仰
と
は
ち
が
う
か
た
ち
で

ｆａ
ｉｔｈ
「
信
」
を
定
義
し

て
き
た
。
す

な
わ
ち
、
f
a
i
t
h
「
信
」
と
は
誠
実
さ
、
真
の
実
在
あ
る
い
は
お
か
し
で
あ

る
と
解
釈
さ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

は
個

々
の
信
仰
者
の
内
面
を
示

す

と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

浄
土
と
出
会

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

、
わ
た
し

は
わ
た
し
が
そ
れ
ま
で
理
解

し
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の
信
頼
や
内
面
性
と

い
う
も
の
が
、
西

洋
の
二
元

論
的
で
実
体
論
的
な
発
想
を
前
提
と

し
て

い
る
と
気

づ
い
た
。
西

洋
で
は
個

人
は
自
己
充
足
的
な
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
自
己
充
足

的
な
個
人
は
他
の
自
己
充
足
的
な
個
人
と
の
関
係

の
中
で
、
何
か
を
信
じ
て

い
る
か
、
あ
る

い
は
内
面
的
に
そ
の
よ
う
な
関
係

か
ら
独

立
し
た
状
態
に
あ

る

か
の

い
ず
れ

か
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
両
方
と
も
満
足
の
行

く



理
解
で

は
な
い
。

そ
れ

に
対
し

て
に
、
信

心
で
は
、

慈
悲
深

い
他
者
が
信

者
の

根
幹

に
関

わ
っ
て

い
る
。
信
者
も
慈
悲
深

い
他
者

も
、
い
ず
れ
も
そ
の
よ

う
な
関
係
と

無
関
係

に
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
場
合

、
そ
の

一
方
が
果
た
し
て
内
在
的
な

も
の

か
超
越
的
な
も
の
か
、
あ
る
い

は
内
面
的

か
外
面
的

か
と

い
っ
た
こ
と

を
尋
ね
る
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
問
い

は

否
定
し
た
は
ず
の
実
体
論
を
前
提
に
し

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
f
a
i
t
h
「
信
」
は
信
心
と
の
類
比
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学

の
多
く

が
持

っ
て
い
る
二
元

論
的
、
実
在

論
的
範

疇
よ

り

、
は
る
か
に
よ
く
理
解
さ
れ
う

る
と

確
信
し

て
い
る
。

こ
の
こ

と
に
よ

っ

て
、
自
己
の
内
な
る
キ
リ
ス
ト
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
の
内
な

る
自
己

を
語

る
パ

ウ
ロ
が
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
身
近
な
も

の
と
な

る
。
つ
ま
り
、
浄
土
教
思

想

と
の
出
会
は
、
比
較
と
い
う
こ
と
を
は
る
か
に
超
え
て
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
る
。

一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
の

ｆａ
ｉｔｈ
「
信
」

の
解

釈

は
、
浄

土
教
の
大

部
分

の

教
え
で
説
か
れ
る
信

心
の
は
た
ら
き
に
つ

い
て
の
見
解
を
広
げ
う
る
よ
う

に

思
え
る
。

浄
土
教
の
思

想
家

た
ち
に
は
、

キ
リ
ス

ト
教

と
出

会

う
こ
と

に

よ

っ
て

、
わ
れ

わ
れ
が
現
在
直
面
し

て
い
る
あ
ら
ゆ
る
複
雑
な
問
題
と
信
心

の
よ
り
直
接
的
な
関
係
を
、
こ
れ
ま
で

の
見
解
以
上

に
展
開

さ
せ

る
こ

と
が

可

能
と
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
嵩
　

満
也
訳
）（

ク
レ
ア
モ
ン
ト
大
学
院
）
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