
〈
研

究

論

文

５

〉

比
較
宗
教
研
究
の
課
題
と
ゆ
く
え

―
―
ポ
ス
ト
エ
リ
ア
ー
デ
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
―
―

は

じ

め

に

Ｍ

・

エ

リ

ア

ー

デ

の

理

論

は

二

〇

世

紀

後

半

に

は

宗

教

研

究

に

圧

倒

的

影

響

力

を

も

っ

た

が

、

一

九

八

〇

年

代

以

降

、

い

く

つ

も

の

角

度

か

ら

批

判

と

再

考

が

試

み

ら

れ

て

い

る

。

エ

リ

ア

ー

デ

に

関

す

る

著

作

が

依

然

出

版

さ

れ

続

け

る

一

方

で

、

彼

の

宗

教

理

論

は

す

で

に

古

典

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

、

宗

教

研

究

の

場

で

は

そ

の

解

体

、

修

正

、

歴

史

化

が

進

ん

で

い

る

。

ポ

ス

ト

エ

リ

ア

ー

デ

と

表

現

さ

れ

る

に

ふ

さ

わ

し

い

、

エ

リ

ア

ー

デ

宗

教

学

を

超

克

す

る

新

し

い

宗

教

研

究

の

あ

り

方

が

模

索

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

こ

の

中

心

に

あ

る

の

が

、

新

し

い

比

較

宗

教

研

究

の

構

築

で

あ

る

。

エ

リ

ア

ー

デ

の

理

論

は

、

そ

の

主

要

著

書

Ｐ
ａ
ｔ
ｔｅ
ｒ
ｎ
ｓ
　
ｉｎ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ

Ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

（
『
比

較

宗

教

の

類

型
』
）

に

明

確

に

現

れ

る

よ

う

に

、

さ

ま

ざ

ま

な

時

代

と

地

域

か

ら

集

め

た

事

例

を

も

と

に

宗

教

の

普

遍

的

パ

タ

ー

ン

を

構

築

東
馬
場
　
郁
　
生

す
る
も
の
で
あ
り
、
類
似
を
発
見
す

る
比
較
作
業

に
依
拠
し
て
い
た
。
こ

の

比

較
法
は
、
あ
る
超
越
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
が

さ
ま
ざ
ま
に
歴
史
の
中

に
顕
在

す
る
と
い
う

ピ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
仮
説

に
支
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
あ

ら
ゆ
る
宗
教
経
験
の
元
に
あ
る
「
聖

な
る
も

の
」

の
統
一
性
と
歴
史
的
持
続

性
を
根
拠

に
、
類
似
の
探
求
が
正
当
化

さ
れ
て

い
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ

の

よ
う
な
比
較
法
は
、
個
々
の
事
象

の
通
時
的
側
面
、
文
化
的
文
脈
、
そ
し
て

事
象
相
互
の
差
異
を
十
分
配
慮
せ
ず

、
普
遍
化
だ
け
を
目
指
し
て

い
た
と
批

判

さ
れ
て
い
る
。

比
較
研

究
が
差
異
を
十
分

に
考
慮
し
な

い
と
の
批
判
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

的
立
場
か
ら
の
も
の
に
顕
著
で
、
そ

の
対
象

は
、

エ
リ
ア
ー
デ
に
限
ら
ず
、

近
代

の
比
較
研
究
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
比
較
研

究
は
「
全
体

主

義
的
な

メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
、
個

々
の
伝
統
の
特
徴
を
抽
象
化
し
て

マ
ス

タ
ー
コ
ー
ド
に
翻
訳
し
、
認
識
不
可
能
に
す
る
」
と
さ
れ
、
知
的
帝
国
主
義

比較宗教研究の課題とゆくえ81



と
も
称
さ
れ
て

い
る
。

ポ
ス
ト
エ
リ
ア

ー
デ
の
潮

流
の
中
で

、
今
、
比

較
宗

教
学
者
は
、
こ
の
よ
う

な
批
判

に
同
調
あ

る
い
は
反
発

し
な
が
ら
、
比
較
法

の
弁
証
と
比
較
宗
教

の
新

し
い
。パ
ラ
ダ
イ

ム
の
模

索
を
続
け
て

い
る
。

以
下
で

は
ポ
ス
ト
エ
リ
ア
ー
デ
の
比
較

論
に
つ
い
て
三

つ
の
検
討
を
お
こ

な
う
。
ま
ず
、

そ
の
中

心
的
位
置
を
占

め
る
Ｊ

・
Ｚ

・
ス
ミ
ス
の
主
張
を
整

理
す
る
。
次

に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
立
場

と
の
交
差
を
分
析
す
る
。
最
後

に
、

比
較
論
の
西
洋

的
限
定
性
に
着
目
し
そ
れ
を
補

完
す
る
可

能
性
の
あ
る
比
較

研
究
の
視
座

を
提

案
す

る
。

新

し

い

比

較

宗

教

論

の

模
索

比
較
宗
教

に
ポ
ス
ト
エ
リ
ア
ー
デ
的
流
れ
を
つ
け
た
の
が
ア

メ
リ

カ
の
宗

教
学
者

ス
ミ
ス
で

あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
も
そ
も

「
宗
教
」

と
は
比
較
と
一
般

化
と

い
う

学
者

の
想
像
の
行
為

に
よ
っ
て

創
ら

れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で

「
宗
教

に
デ
ー

タ
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
比
較
の
作
業
そ
れ
自
体

に
お

い
て
も

。
比
較
す
る
研

究
者
自
身
の
役
割
を
強
調
す
る
。
彼

は
、
比
較
が
も

た
ら
す

言
説
は
決
し
て
二
者
的
で

は
な
く
、
三
者
的
で
あ

る
と

い
う
。

そ
こ

に
は
常

に
暗
黙
の
「
…
…

に
関
し
て
」
が
存
在
す

る
か
ら
で

あ
る
。
学

術
研

究

の
場

合
、
こ
の
第
三
者
と

は
、
理
論
、

モ
デ

ル
と
し
て
現

れ
る
研
究

者
の

関
心
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
比
較

に
お
け

る
類
似
と
差
異
は
所
与

の
も

の
で

は
な
く
、
比

較

す
る
研

究
者
個
人
の
知

的
操
作
で
あ

る
。
従
来

の
比

較
法
で

は
類
似
の
発

見

が
主
な
内
容
で
あ

っ
た
が
、
類
似
が
あ
く
ま
で
研
究

者
の
頭

の
中
で

知
的

作

業
と
し
て

導
か
れ
る
以

上
、
そ
れ
は
発
見

さ
れ

た
も
の
で

は
な
く
、
実
は

研

究
者
に
よ

っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
に
他

な
ら
な

い
。

ス
ミ
ス
は
、
こ
の
よ

う
な
研
究
者
の
比
較
操
作

は
、
か
つ
て
Ｅ

・
Ｂ
・

タ
イ

ラ
ー
や
Ｊ
・
Ｇ

・

ブ

レ
イ
ザ
ー
が
提
示
し

た
「
呪
術
」
の
意
味

と
同
じ
で

あ
る
と
主
張
す
る
。

タ
イ
ラ

ー
は
、
連
想
の
原
理
が
呪

術
的
行
為

を
支
え

る
論
理
を
提
供
す
る

と
し
、
形
状
や
位
置

の
極

め
て
曖
昧
な
類
似
や
単
な
る
時
間

の
偶
然
な
ど
何

で
あ
れ
、
人

の
心

の
中
で
概
念
が
つ
な
が
り
さ
え

す
れ
ば
、
呪
術
者

は
自
身

の
心
の
中
の
結
び
つ
き
を
物
質
世
界
の
結
び
つ
き

に
で
き

る
と
説
明
し
た
。

フ
レ
ー
ザ

ー
は
、
呪
術
と

は
、
主
観
的
な
関
係
性
と
客
観
的
な
関
係
性
と
の

混
乱
で
あ
る
と
考
え

、
こ

の
混
乱
が
な
け

れ
ば
、
結
び
つ
き

の
法
則

は
科
学

を
生
み
、
不
正
に
適
応
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
呪
術
を
生
む
と
述
べ
た
。

ス
ミ
ス

は
、
こ

の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
呪

術
と
研

究
者

の
比
較
作
業
は
似

て

い
る
と

い
う
。
彼

に
よ
れ
ば
、
類
似
が
生
ま
れ
る
の
は
、
記
述
者
が
そ
の

記
憶

の
中
で

「
以
前

に
同
じ

よ
う
な
も
の
に
出
会

っ
た
」
と
異
な
る
で
き
ご

と
を

結
び
つ
け

、
そ
れ
を
意
義
付
け
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で

あ
る
。
過

去

の
膨
大

な
数
の
比
較
研

究
に
お
い
て
は
、
こ
の
研
究
者
の
主
観
的
経
験
が
、

影
響

、
分

散
、
借
用

な
ど
な
ん
ら

か
の
理
論
を
通
し
て
、
客
観
的
な
つ
な
が

り

と
し
て

投
影
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
心
理
的
な
つ
な
が
り
か
ら
歴
史

的

な
つ
な
が
り
へ
と
進
む
作
業
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
ま
た
、
類
似
や
近
接
性

が

、
因
果
的

結
果
を
も
つ

と
の
主
張
で

あ
る
。
「
し

か
し
、
こ
れ

は
、
科

学

で
は
な
く
、
呪
術
で
あ
る
」
。

さ
ら

に
彼

は
、
「
比
較
の
問
題

は
、
差
異

に
つ
い
て
の
判
断

の
問

題
で

あ
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る
。
比
較
探
求
を
行
う
た

め
に
ど

の
よ

う
な
差
異

が
維
持

さ
れ

る
べ
き

か
。

当
面
の
課
題

に
照
ら
し
、
ど
の
よ

う
な

差
異
が
防
御
的
に
緩
和

さ
れ
相
対

化

さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
の

か
」
と
、
差
異

を
め
ぐ

る
研
究
者

の
理
解
と

言
説

が
比

較
に
は
重
要
で
あ

る
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
「
比
較

は
そ
れ
が
興
味
深

い
こ
と

の
根
拠
と
し
て
差
異
を
受
け
入

れ
る
必
要

が
あ
り

、
何

か
表
明

さ
れ

た
認
識
的
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
。

そ
の
差
異

を
方
法

的
に
操
作
す

る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
差
異
を
導
く
研
究
者
の
方
法
論
的
「
わ

ざ
」
（
a
r
t
）
に
言
及
す
る
。

ス
ミ

ス
は
こ
の
よ
う
に
、
類
似
と
差
異

を
成

立
さ
せ

る
研
究
者

の
判
断

と
、

事
象
相
互
の
差
異
の
重
要

性
と
を
強
調
し

た
。
彼

は
、
比
較
研
究

に
お
け

る

暗
黙
の
選
択
と
前
提
を
議
論
し
た
が
、
彼
が
提
示
し
た
よ
う
な
問
題
を
宗
教

の
比
較
研
究
に
対
し
抱
い
た
研
究
者
は
、

そ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど

い
な

か
っ
た
。

ま
た
、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

レ
ト
リ

ッ
ク
を
用

い
る
こ
と

な
く
、
近
代
主
義

的

比
較
を
宗
教
学
の
域
内
で
内
省
的

に
批
判
す

る
こ

と
で
、
そ
の
後
、
比
較

宗

教
者
が
外
部
の
ポ

ス
ト
モ
ダ

ン
的
思
潮

を
穏
や

か
に
受
け
入
れ

る
こ
と

を
可

能

に
し
、
同
時

に
ポ
ス
ト

モ
ダ

ン
的
批
判

に
流

さ
れ
な
い
一
つ
の
堰
と
し
て

の
役
割
も
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
今
日

、
ス
ミ
ス
の
比
較
宗
教
論

は
幅

広

く
支
持
さ
れ
、
ポ
ス
ト

エ
リ
ア

ー
デ
の
比
較
研
究

の
中
心
的
立
場
を
占

め
て

い
る
。

比

較

宗

教

の

防

御

と

弁
証

―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
時
代
の
比
較
宗
教

現
在
の
比
較
宗
教
論
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
し

か
し

両
者
に
は
重
な
り

合
わ
な
い
部
分

が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

な
ぜ

な
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
立
場

に
は
、
Ｊ
・

デ
リ
ダ
、
Ｊ

Ｉ
Ｆ

・
リ
オ
タ
ー
ル
、

Ｔ

・
Ｗ

・
ア
ド
ル
ノ
の
著
作

な
ど

か
ら
窺
え

る
よ
う
に
、
比

較
研
究
自

体
を

否

定
す
る
主
張
が
含

ま
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
比
較
不
可
能
論

は
い

う
に
及

ば
ず
、
比
較
研
究

の
政
治
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
比

較
す

る
こ
と

は
抽
象
化
す

る
こ
と
で
あ
り
、
抽
象
と
は
征
服
と
絶
滅
を
目
指
し

た
政
治
的

行
為
で
あ

る
こ
と

か
ら
、
通
文
化
的
比
較
は
比
較
す
る
事
象

の
文
化
的
母
体

を
抹

消
す

る
。
宗
教
伝
統
を
比
較
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
支
配
し
究
極
的

に
は
破
壊
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
。

現
代
の
比

較
宗
教

学
者

は
、

ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
的
視
座
を
取
り
入
れ
て

エ
リ

ア
ー
デ
な
ど

の
近
代

的
比
較
法
を
修
正
す

る
一
方
で
、
「
も

し
ポ
ス
ト

モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
哲
学
的
主
張
を
真
剣
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
宗
教
を
誠
意
に
記
述

し
た
り
、
そ
れ
ら

を
相
互

に
比
較
す

る
こ
と
の
可
能
性
は
永
遠

に
危
う

い
も

の
と
な
る
」
と
、
同
じ
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
も
比
較
研
究
自
体
を
否
定
す
る
主

張

、
ま
さ
に
そ
の
足

も
と
を
浸
食
す

る
よ
う
な
議
論
に
対
し
て

は
困
惑
し
、

比

較
研
究

を
防
御
す

る
姿
勢
を
明
確

に
す
る
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
比
較
論
に

関
し

、
彼
ら
が

ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
の
主
張
を
精
緻
に
分
析
し
全
面
的
に
取
り
入

れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
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我

々

が

そ

れ

に

対

し

自

ら

の

領

域

を

守

ら

ざ

る

を

え

な

い

よ

う

な

脅

威

と

し

て

、

曖

昧

に

定

義

さ

れ

て

扱

わ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

。

『

そ

れ

』

は

我

々

が

先

学

と

対

立

し

反

乱

を

起

こ

す

よ

う

仕

向

け

て

い

る

。

『

そ

れ

』

は

エ
リ
ア
ー
デ
的
宗
教
学
の
大
き
な
不
安
と
失
墜
感
を
表
す
言
葉
に
な
っ
た
」

と

い

う

。

比

較

宗

教

論

者

に

と

っ

て

の

ポ

ス

ト

モ

ダ

ン

と

は

、

ポ

ス

ト

エ

リ

ア

ー

デ

の

潮

流

の

中

で

普

遍

主

義

的

比

較

法

を

批

判

す

る

た

め

、

援

用

し

た

理

論

だ

っ

た

と

も

い

え

る

の

だ

。

で

は

、

現

在

、

比

較

宗

教

者

が

目

指

す

新

し

い

比

較

論

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

な

の

だ

ろ

う

か

。

Ｋ

・

パ

ッ

ト

ン

と

Ｂ

・

レ

イ

編

集

Ａ

　
Ｍ

ａ
ｇ

ｉ
ｃ

　
Ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ

Ｄ
ｗ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ
：
ー
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ
ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ａ
ｇ
ｅ
（
『
呪
術
は
ま

だ
宿
っ
て
い
る
：
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
時
代
の
比
較
宗
教
』
）
を
例
に
概
観
し
よ
う
。
ま

ず

、

比

較

研

究

の

目

的

は

「
『

聖

な

る

も

の

』

の

包

括

的

な

パ

タ

ー

ン

を

創

造

し

て

大

き

な

理

論

に

資

す

る

こ

と

で

は

な

い

」

と

近

代

的

メ

タ

ナ

ラ

テ

ィ

ブ

が

批

判

さ

れ

、

比

較

宗

教

の

目

的

は

「

宗

教

に

つ

い

て

の

我

々

の

理

解

を

多

種

多

様

に

拡

げ

、

そ

し

て

そ

の

過

程

に

お

い

て

我

々

自

身

と

他

者

に

つ

い

て

新

た

な

識

見

を

得

る

こ

と

で

あ

る

」

と

さ

れ

る

。

こ

の

主

張

で

は

、

事

象

が

も

つ

文

化

的

独

自

性

に

最

初

に

着

目

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

が

、

同

時

に

、

世

界

の

宗

教

伝

統

に

通

底

す

る

通

文

化

的

カ

テ

ゴ

リ

ー

を

否

定

せ

ず

、

そ

れ

を

「

個

々

の

伝

統

を

よ

り

深

く

、

ま

た

逆

説

的

な

が

ら

そ

れ

自

体

の

視

点

か

ら

知

る

こ

と

を

可

能

に

す

る

、

想

像

的

な

道

具

と

し

て

使

う

こ

と

を

受

け

入

れ

る

」

こ

と

が

表

明

さ

れ

る

。

そ

し

て

、

比

較

対

象

の

そ

れ

ぞ

れ

を

単

独

で

考

え

て

い

た

の

で

は

不

可

能

だ

と

思

わ

れ

る

方

法

で

、

そ

の

両

事

象

の

真
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
比
較
研
究
の
基
本
的
目
的
が
再
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら

に
、
比

較
の
学
術
的
言
説
の
中
で
は
、
並
置
さ
れ
る
二
つ
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
構
成
要

素
（
事
例
）
と

は
異
な

る
第
三
番
目
の
も
の
が
、
研
究
者
に

よ

っ
て
生
み
出

さ
れ
る
潜
在
性
が
あ

る
と
す
る
。
「
比
較
と
は
、
研
究
者
自

ら
の
創
作
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
創
造
的
洞
察
と
相
互
理
解
の
呪
術
で
あ

り
」
、
「
知
的
に
創
造
的
な
作
業
と
し
て
、
ま
た
科
学
と
し
て
で
は
な
く
―

知
識
に
役
立
つ
よ
う
な
想
像

的
で
批
判
的
な
仲
介
と
再
記
述
の
行
為
と
し
て

の
―
「
わ
ざ
」
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
、
不
確
定
の
学
術
的
手
続
き
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
影
響
は
特
に
顕
著
で
あ

る
。類

似
と
差
異
に
関

し
て
は
、
そ
の
両
方

に
同
様
の
注
意
を
払
う
が
、

そ
の

際
、
類
似
も
差
異
も
研

究
者

の
選
択
と
仮
説

に
依

っ
て
い
る
こ
と
が
認
識

さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
仮
説
は
、
折
衷

的
で
制
限

さ
れ
て
お
り
、
対
話

の
ス
タ

イ
ル
と
探
求
法
的
性
質
を
も
つ
と
述
べ
ら
れ
る
。
類
似
と
差
異
と
の
関
係
は
、

近
代
普
遍

主
義
と
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
と
の
関
係

に
も
置
き

換
え
ら

れ
、
「
比
較

研
究
が
、
我

々
の
近
代
主
義
的
な
先
人
の
普
遍
主
義
と
、
現
代
の
ポ
ス
ト
モ

ダ

ン
的
研
究
者
の
な

か
に
伺
わ
れ
る

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
間
の
中
間
の
道
を
た
ど

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
現
在
の
比
較
宗
教
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
的
批
判

を
援
用
し
て

エ
リ

ア
ー
デ
を
含
む
近
代
的
比
較
法

を
否
定
す
る
一

方
で
、
比
較
す

る
こ
と
は
人
間
の
知
性
の
根
本
的
特
徴
で
あ
り
、
学
問
の
方

法
で

あ
る
と

し
、
比
較
研
究
不
要
論
を
論
破
す
る
。

と

こ
ろ
で

、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
影
響
の
一
つ
と
し
て
無
視
で
き
な

い
の
は
、



宗
教
学
者
が
比
較
宗
教

に
潜
む
政
治
性

に
つ

い
て
議
論

を
始

め
た
こ

と
で
あ

ろ
う
。
Ｈ
・
ア
ー

バ
ン

は
、
比
較

に
は
明
ら

か
に
政
治
的
で
、

し
ば

し
ば
否

定
的
で
破
壊
的
な
力
が
あ
り
、

他
の
文
化
を

カ
テ

ゴ
リ

ー
化

、
分
類

、
あ
る

い
は
「
意
味
づ
け
る
」
力
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
こ
で

は
欧
米
研

究

者
に
よ
る
「
わ
た
し
た
ち
に

は
理
論
が
。
彼
ら

に
は
生

の
資
料

が
」

と
い
う

図
式
が
現

れ
て

お
り
、
「
他
者
」

が
不
在

の
ま

ま
で
あ

る
。

他
者
の
声

を
無

視
す
る
こ
と
は
、
近
代
の
欧
米

モ
デ
ル
の
比
較
を
さ
ら

に
強
固

に
し
て

い
る
、

と
い
う
。
そ
し
て
彼
は
、
比
較
宗
教
学
の
政
治
性
の
一
例
と
し
て
、

ア

メ
リ

カ
が
ア
ジ
ア
の
途
上
国
と
新
し

い
政
治
的
つ
な
が
り
を
築
き
、
世
界

規
模
で

共
産
主
義
の
広
が
り
を
食
い
止

め
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
、

ア
メ
リ
カ
の

大
学
で
宗
教
学
が
発
展
し
た
こ
と
が
も
つ
政
治
的
意
味
を
挙
げ
た
。

ア
ー
バ
ン
は
、
ま
た
、
「
我
々
と
文
化
的
、
宗
教
的
信
念
を
共
有
す
る
と

思
わ
れ
な
い
宗
教
伝
統
を
ど
う
扱
う

か
」
、
「
人
種
差
別
、
性
差
別
。
社

会
差

別
、
あ

る
い

は
暴
力

の
傾

向

の
あ
る
と
思

わ
れ

る
宗
教
集
団

を

ど
う
扱

う

か
」
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
も
し
、
比
較
宗
教
が
価
値
中
立
で

な
い
の
で

あ
れ

ば
、
そ
れ
は
、
非
道
徳
的
と
思

わ
れ
る
宗
教
伝
統
を
非
難
す
べ
き

か
。

も
し

そ
う
な
ら
ば
、
宗
教
学
者
の
政
治
的
役
割
と

は
何
な
の

か
」
と

、
比
較
研
究

者
自
身
の
倫
理
的
、
政
治
的
役
割
を
問
う
。

比
較
の
第
三
の
も
の
と
し
て
の
研
究
者
の
創
造
性
と
想
像
力

を
想
起
す

る

な
ら
、
比
較
の
政
治
的
意
味
を
問
う
に
は
ま
ず
研
究
者
自
身
の
政
治
性
が
問

わ
れ
る
べ
き
と
の
ア
ー

バ
ン
の
主
張
は
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

に

よ
っ
て

宗
教
研

究
の
成
果
が
研

究
者
個
人
の
思
想
や
経
験
へ
還
元
さ
れ

た
り
、

そ
の
伝

記
的
考
察
へ
と
矮
小

化
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
に
は
十
分
に
注

意
を
払

う
必
要

が
あ
る
。

残

さ

れ

た

課

題

ポ
ス
ト

エ
リ
ア
ー
デ
の
比
較
宗

教
論

は
、
ス
ミ
ス
の
主
張
を
基
軸
に
発
展

し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
的
批
判
も
受
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
反
省
と
修
正

が
加
え
ら

れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
比
較
と
は
研
究
者
の
創
造
性
に
よ
る
と
の
主
張

は
、

多
く
の
比

較
論
者
に
内
省
的
批
判

の
機
会
を
与
え

た
。
し
か
し
、
比
較
そ
れ

自

体
の
意

義
が
否

定
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
類
似
と
差
異
の
。バ
ラ
ン
ス
の
と

れ

た
、
研
究
者

の
創
造
性

と
想
像
力
を
自
覚
的
に
意
識
し
た
比
較

が
目
指
さ

れ
て

い
る
。
今
後

、
こ

の
方
法
論
的
傾
向
は
さ
ら

に
推
し

進
め
ら

れ
る
で
あ

ろ

う
。
し

か
し
議

論
全
体
の
意
義
を
少
し
距

離
を
置
い
て
眺

め
る
な
ら
ば
、

そ
の
西
洋

的
限

定
性
も
明
ら

か
で
あ
る
。
西
洋
の
研

究
者
の
自
己
反
省
と
し

て

の
響
き

が
強
い
の
だ
。
こ
の
こ
と

は
、
世
界
規
模
で
影

響
の
あ
る
比
較
宗

教
研
究

が
、
こ
れ
ま
で

圧
倒
的

に
西
洋
の
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て

い
た
こ
と

と
不
可
分
で

あ
る
。
我
々
に
と

っ
て
の
比
較
論
の
意
義
を
考
え

る
上
で
、
ま

ず

は
彼
ら

と
我

々
と
の
間

の
差
異
を
意
識
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
こ
で
紹

介
し
た
比

較
を
巡

る
問
題
は
、
あ
く
ま
で
西

洋
の
文
脈

に
限
定

さ
れ
た
議
論

な
の
だ
ろ

う
か
。
例
え
ば
日
本
の
比
較

宗
教
者

が
、

単
に
日
本

や
他
の
ア

ジ
ア
や

ア
フ
リ
カ
の
事
例
を
研

究
す
る
だ
け
で

は
な
く
。
西
洋
の

研
究
者
が
反
省
的

に
導
き

だ
す
も
の
と
は
違
う
独
自
性
を
そ

の
方
法
論
に
持

た
せ
、
比
較
分
析

の
新

た
な
意
義
を
明
ら

か
に
で
き

る
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
が
、
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恐
ら

く
、
日
本
を
含
む
非
西

洋
文

化
に
基
盤
を
お
く
比
較
宗
教
学
者
の
最
大

の
貢
献
で

あ
り
、
そ
の
探
求
こ
そ
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私

た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
「
呪

術
」
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

遠
大
な
問
い
に
対

す
る
答
え
は
容
易
に
提
示
で
き
る
は
ず
も
な
い
が
、
最
後

に
筆
者
自
身
の
、
西

洋
モ
デ
ル
と
は
少
し
異
な
る
と
思
わ
れ
る
比
較
研
究
を

述
べ
て
結
び
に
し
た
い
。

筆
者
は
、
宗
教
の
事
例
研
究
と
し
て
「
き
り
し
た
ん
史
」
の
研
究

に
携

わ

っ
て
お
り
、
き
り
し
た
ん
信
仰
を
軸
に

カ
ト
リ

ッ
ク
信
仰
、
日
本
の
宗
教
と

の
比
較
分
析
を
と
お
し
て

、
近
世
初
期
日
本
の

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
と
受
容

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
・
こ
こ
で
詳
細
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い

が
、
一
例
を
あ
げ
る
と
、
き
り
し
た
ん
研
究
に
お
い
て
教
理
、
儀
礼
、
信
徒

組

織
な
ど
の
受

容
を
理
解
す
る
に
は
、
当
時
の
日
本
の
宗
教
伝
統
と
カ

ト
リ

ッ

ク
と
の
間
の
比
較
が
不
可

欠
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
比
較
分
析
に
よ

っ

て

日
本
人
信
徒
や
宣
教
師
な
ど
の
記
録

に
現
れ
る
、
宣
教
師
と
日
本
人
信

徒

に
よ
る
宣
教
と
受
容
の
具
体
的
様
相
の
意
味

（
理
由
、
目
的
）
を
理
解
す

る
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
比
較
分
析

は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し

た
日

本
人

の

キ
リ

ス
ト
教
理
解
、
な

い
し

は
、
宣
教
師

の
日
本
文
化
・
宗
教

理
解

と
重

な
り
合
う
可
能
性
を
持
つ
こ
と
で

あ
る
。

当
時

の
日
本
人

は
当
然

、
そ
れ
ま

で
の
宗
教

（
例
え
ば
浄
土
真
宗
）
と

の
比

較
に
よ

っ
て
新
し

い
宗

教
（
カ
ト

リ

ッ
ク
信
仰
）
を
理
解
し

た
。
同
様

に
、
宣
教
師

は
、
日
本
文
化

と
の
比

較

に
よ

っ
て
、
日
本
の
土
壌

に
ふ

さ
わ
し

い
宣
教
の
あ
り
方

を
考
え

た
。

ス
ミ

ス
の
表
現

を
用

い
る
な
ら
ば
、
比
較

に
お
け

る
第
三

の
も

の
（
日
本
人
信
徒
、

宣
教
師
）
が
、
ま
ず
、
歴
史

の
枠
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
、
第
一
の
も
の

（
日
本
の
宗
教
）
や
第
二
の
も
の
（
カ
ト
リ

ッ
ク
信
仰
）
を
比
較
し
て

い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
比
較
を
今
見
つ
め
る
い
わ
ば
「
'
第
三
」
（
ダ
ッ
シ
ュ
つ
き
第

三
）
と
し
て
の
研
究
者
が

そ
こ
に
寄
り
添

い
な
が
ら

彼
ら

の
主
体
的
理
解

に

近
付
こ
う
と
す
る
。

こ
こ
で
試
み
ら
れ

る
、
個
別
事
例

の
理
解
の
た
め
の
比
較

は
、
普
遍
性
や

同
一
性
を
前
提

に
し

た
、

あ
る
い
は
そ
の
構
築
を
目
的
に
す

る
「
比
較
」
と

は
異

な
り
、
ま
た
、

逆
に
個
別

の
特
異
性
の
み
を
目
指
し

た
も
の
で

は
な

い
。

よ

っ
て
、
近
代
的
普
遍
主

義
で
も

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
差
異
主

義
で
も

な
い
。

ま

た
、
と
く

に
類
似

と
差
異

の
中
道

を
目
指
す
も
の
で
も

な
い
。
き

り
し

た

ん
信
仰
と

い
う
個
別

の
事
象

を
理
解
し
説
明
す
る
た
め
に
、
研
究
者

は
、
そ

れ

に
関

わ
る
二
つ

の
異

な
る
宗
教
的
背
景

に
「
言
及

す
る
」

の
で

あ
る
。
研

究
者

の
関
心

は
、
普
遍
的

な
宗
教

の
あ
り
方
で
は
な
く
、
歴

史
的
、
地
域
的

な
直
接
性
と
具
体
性

の
な
か
で

、
あ
る
信
仰
が
歴
史
的
「
第
三
の
も
の
」

に

よ
っ
て
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
二

つ
の
宗
教
の
比
較
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
西

洋
型
比
較
論
を
補
完
す
る
一
つ
の

視
点
を
提
供
し
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
に
と
っ
て

の
比
較
論
の
意
義
は
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
精
査
さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
、
「
比

較
が
そ

の
目

的
を
達
成
で

き
る
の

は
、
比

較
の
作

業
が
、
あ
る
理
論
的
な
枠
組
み
と
結
び
つ
い
た
と
き
だ
け
で
あ
る
」
。
比
較

の
作
業
そ
れ
自
体
は
、
あ
る
目
的
を
達
す
る
た
め
の
方
法
、
道
具

に
過
ぎ
ず
、

そ
の
目
的
と
は
時
代
に
よ

っ
て
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な

る
。
そ
し
て
。
比
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較
宗
教
研
究

の
目

的
に
は
、
比

較
と
い
う
方
法

の
前
提

に
あ
る
宗
教
理
論
が

深
く
関
与
す

る
。
理
論
の
立
て

方
で
実
際

の
比
較
の
進

め
方
が
決
定
さ
れ
る

か
ら
だ
。

こ
れ
ま
で
比

較
宗
教
に
お
い
て

類
似
を
差
異

に
優
先
さ
せ
て
き
た

の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
比
較
の
作
業
そ
れ
自
体
の
問
題
で
は
な
く
、
比
較
を

利
用
す

る
理
論
的
仮
説
の
問
題

な
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
現
在

の
エ
リ
ア
ー
デ
比
較
法
の
否
定
は
彼
の
宗
教
理
論
の
否
定

に
帰
す
る
と
も
い

え

る
で

あ
ろ
う
。
近
年
の
比
較
論
は
ポ
ス
ト

エ
リ
ア

ー
デ
宗
教
研
究
そ
の
も

の
に
関
す

る
重
要

な
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
研
究
の
一
分
野
に
圧
倒
的

な
理

論
が
存
在
し
た
時
代
の
終
わ
り
を
示

し
て

い
る
。
宗
教
の
比
較
研
究
の

新
し

い
あ
り
方

の
模
索
は
、
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
の
新
し
い
理
論
の
模
索
で

も

あ
る
。
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