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中沢新一教授

「比較宗教論」［前期木曜日4限］

Shinichi  Nakazawa

総合政策学部

他
学
部
生
、
他
大
学
か
ら
も
…

　

単
位
の
た
め
で
は
な
い
、
こ
こ
ろ
の
底

か
ら
自
分
が
学
ん
で
い
る
感
じ
が
し
て
、

そ
し
て
そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
は
充
実
感
で

満
た
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
講
義
っ
て
ど

れ
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
マ
ッ
て

し
ま
っ
た
ら
、
ノ
ー
ト
に
書
き
写
し
た
い

こ
と
が
あ
り
す
ぎ
て
前
の
晩
あ
ま
り
寝
て

い
な
く
て
も
居
眠
り
な
ん
て
す
る
暇
が
な

い
！　

そ
れ
ぞ
れ
の
学
生
に
そ
ん
な
特
別

な
講
義
の
時
間
が
き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
。

　

学
部
生
だ
け
で
は
な
く
、
他
学
部
、
他

大
学
か
ら
も
聴
講
生
が
や
っ
て
く
る
。
遅

刻
し
よ
う
も
の
な
ら
座
る
席
が
な
い
ほ
ど

に
。
先
を
競
う
よ
う
に
し
て
、こ
の
日（
５

月
27
日
）
も
８
号
館
８
１
０
３
教
室
は
満

室
に
な
っ
た
。

　

「
比
較
宗
教
論
」
と
い
う
講
義
名
か
ら
、

色
々
な
宗
教
の
比
較
研
究
か
と
思
い
が
ち

だ
が
、
神
話
の
構
造
か
ら
一
神
教
の
成
立
、

近
代
を
撃
つ
「
野
生
の
思
考
」
…
…
自
然

と
と
も
に
あ
る
人
間
の
思
考
と
感
覚
の
全

体
を
、
新
し
い
可
能
性
に
向
け
て
め
ぐ
る

の
で
あ
る
。
今
期
は
「
自
由
の
体
系
」。

　

「
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
、
自
分
の
本
質

と
し
て
与
え
ら
れ
た
自
由
を
実
現
す
る
た

め
に
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
自
由
は
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
に
も
束
縛
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の

で
す
」

　

中
沢
教
授
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
穏

や
か
な
口
調
で
語
り
始
め
た
。

  

《
ア
ジ
ー
ル
》
と
い
う
言
葉
が
ボ
ー
ド

に
書
か
れ
る
。
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

そ
れ
自
体
は
新
し
く
な
い
が
、
そ
の
横
に
、

《
自
由
》
そ
し
て
《
聖
な
る
も
の
》
と
い

う
文
字
が
等
号
で
並
ぶ
と
こ
ろ
に
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
論
の
展
開
を
予
感
さ
せ
る
の
だ
。

　　

な
か
ざ
わ
・
し
ん
い
ち　

１
９
５
０
年

生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修

了
。
東
京
外
語
大
Ａ
Ａ
研
助
手
の
あ
と
93

年
か
ら
現
職
（
宗
教
学
）。『
チ
ベ
ッ
ト
の

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』『
森
の
バ
ロ
ッ
ク
』『
緑

の
資
本
論
』
な
ど
著
書
多
数
。

昨
年
講
義
は
話
題
の
５
冊
本
に

　

『
人
類
最
古
の
哲
学
』『
熊
か
ら
王
へ
』

『
愛
と
経
済
の
ロ
ゴ
ス
』『
神
の
発
見
』

『
対
称
性
人
類
学
』。
講
談
社
・
選
書
メ

チ
エ
の
全
５
冊
刊
行
が
こ
の
春
完
結
し
た
。

昨
年
度
の
講
義
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

講
義
（
録
）
が
一
般
書
と
し
て
広
く
評
価

さ
れ
読
ま
れ
る
こ
と
は
、
数
少
な
い
。
加

藤
典
洋
・
明
治
学
院
大
学
教
授
の
『
言
語

表
現
法
講
義
』
も
話
題
に
な
っ
た
が
、
講

義
と
同
時
並
行
で
５
冊
も
の
シ
リ
ー
ズ
刊

行
は
ち
ょ
っ
と
例
が
な
い
、
と
出
版
プ
ロ

に
聞
い
た
。
ま
し
て
、
紀
伊
国
屋
ホ
ー
ル

で
完
結
記
念
の
講
演
会
も
と
い
う
例
は
、と
。

　

01
年
９
・
11
の
米
国
同
時
テ
ロ
、
そ
れ

に
つ
づ
く
米
の
ア
フ
ガ
ン
攻
撃
、
そ
し
て

イ
ラ
ク
戦
争
の
情
況
を
め
ぐ
る
批
評
論
壇

で
、「
非
対
称
（
性
）」
と
い
う
タ
ー
ム
が

飛
び
交
う
感
が
あ
っ
た
。
米
の
「
帝
国
」

化
と
第
三
世
界
な
ど
の
極
貧
化
・
周
縁
化

と
い
う
世
界
構
造
へ
の
言
及
だ
が
、「
圧

倒
的
な
非
対
称
」
と
最
初
に
発
し
た
の
は

「
宗
教
学
者　

中
沢
新
一
」だ
っ
た
。《
世

界
を
覆
う
圧
倒
的
な
非
対
称
を
内
側
か
ら

解
体
し
て
い
く
知
恵
…
…
神
話
的
思
考
の

中
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
対
称
性
の
思
考

を
、
現
代
に
鍛
え
上
げ
る
こ
と
で
、
新
し

滑
ら
か
に
、
ス
リ
リ
ン
グ
に

「
ア
ジ
ー
ル
」論
の
現
代
性
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い
思
考
の
形
態
を
創
造
す
る
こ
と―

―

今

学
期
の
講
義
で
私
は
全
力
を
尽
く
し
て
、

そ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
》
と

第
５
巻
あ
と
が
き
に
書
い
て
い
る
。

　

学
生
に
と
っ
て
は
、
そ
ん
な
授
業
に
立

ち
会
っ
て
い
る
、
あ
る
種
の
興
奮
、
あ
る

い
は
ス
リ
リ
ン
グ
さ
。
前
の
席
で
熱
心
に

メ
モ
を
と
っ
て
い
た
他
大
学
の
大
学
院
生

（
女
性
）
は
「
学
説
の
解
釈
で
は
な
く
、

思
想
の
生
成
の
現
場
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ

れ
を
生
で
聴
く
魅
力
。
他
で
は
聴
け
な
い

授
業
で
す
。
私
の
専
攻
は
フ
ラ
ン
ス
文
学

な
の
で
す
が
、
脱
領
域
的
な
思
考
の
広
が

り
と
展
開
に
、
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
、
最

初
か
ら
聴
講
し
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。

自
由
の
聖
域̶

「
善
悪
の
彼
岸
」

　

「
ア
ジ
ー
ル
」。法
や
権
力
が
及
ば
な
い
、

「
不
可
侵
の
領
域
」
を
指
す
。
都
市
国
家

ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
西
洋
の
例
が
よ
く
知

ら
れ
る
が
、
中
世
日
本
に
も
実
在
し
た
こ

と
を
、
歴
史
学
は
教
え
る
。
典
型
的
に
は

戦
国
末
期
の
、
た
と
え
ば
寺
社
や
聖
所
や
、

山
林
な
ど
も
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
。
罪
人

も
そ
こ
へ
逃
げ
込
め
ば
、
追
捕
の
手
は
及

ば
な
か
っ
た
。
借
金
で
首
の
回
ら
な
い
者

も
、
嫌
な
結
婚
か
ら
逃
げ
だ
し
た
い
女
性

も
「
寺
石
に
手
を
触
れ
た
」
瞬
間
に
、
拘

束
や
義
務
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き

た
。「
縁
切
り
寺
」、「
駆
け
込
み
寺
」
は

江
戸
時
代
ま
で
な
が
く
続
い
た
例
で
あ
る
。

　

社
会
の
な
か
に
、
公
然
と
あ
る
い
は
密

か
に
、
開
い
た
「
自
由
の
空
間
」。

　

《
善
悪
の
彼
岸
》―

―

教
授
は
そ
ん
な

言
葉
も
使
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
だ
。

　

講
義
は
、
16
世
紀
後
半
、
九
州
・
対

馬
の
天
童
山
に
見
ら
れ
た
ア
ジ
ー
ル
空
間

を
め
ぐ
る
。
配
ら
れ
た
プ
リ
ン
ト
に
、
故

平
泉
澄
き
よ
し

氏
の
研
究
論
文
の
引
用
が
あ
る
。

戦
前
の
「
皇
国
史
観
」
で
著
名
な
博
士
は
、

若
き
日
、
わ
が
国
で
最
初
に
「
ア
ジ
ー

ル
」
を
発
見
し
た
研
究
者
で
も
あ
っ
た
の

だ
。
戦
後
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
氏
の
著
作
に

出
合
っ
た
の
は
院
生
の
時
代
、
叔
父
に
あ

た
る
中
世
社
会
史
家
、
網
野
善
彦
氏
（
故

人
）を
通
し
て
だ
っ
た
、と
い
う
。評
論「
僕

の
叔
父
さ
ん―

―

網
野
善
彦
の
思
い
出
」

（
文
芸
誌
「
す
ば
る
」
に
７
月
号
ま
で
３

回
連
載
）
に
く
わ
し
く
出
て
く
る
。

　

租
税
す
ら
免
除
さ
れ
た
森
に
踏
み
こ
ん

だ
興
奮
も
伝
え
る
平
泉
論
文
の
テ
キ
ス
ト

を
読
み
解
き
な
が
ら
、
世
俗
と
の
縁
か
ら

開
放
さ
れ
た
時
空
に
や
ど
る
「
聖
な
る
も

の
」
に
、
教
授
は
触
れ
て
い
く
。

　

そ
れ
は
宗
教
体
験
に
見
ら
れ
る
「
神
」

の
概
念
。
自
我
を
超
え
た
、
圧
倒
的
で
な

に
か
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
力
。
人
間
を
激

し
く
拒
絶
す
る
よ
う
な
も
の
。
そ
の
神
域

で
は
動
植
物
の
殺
傷
が
禁
じ
ら
れ
た
と
い

う
。
そ
こ
に
「
神
話
的
思
考
」「
野
生
の

思
考
」
を
重
ね
れ
ば
、
前
年
の
《
対
称
性

人
類
学
》
と
連
続
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
に
と
っ
て
「
自

由
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
？　

一
般

的
に
私
た
ち
は
、「
神
」
か
ら
逃
れ
る
こ

と
、
決
ま
り
が
な
く
好
き
放
題
や
る
こ
と

＝
自
由
、
と
と
ら
え
が
ち
だ
が
、
現
実
に

私
た
ち
は
い
ま
自
由
だ
ろ
う
か
？　

「
そ

う
じ
ゃ
な
い
よ
ね
ぇ
」
と
中
沢
教
授
。
あ

る
規
律
や
規
則
を
守
り
な
が
ら
自
由
を
感

中沢教授の講義中の写真じたいが珍しいかもしれない。
オズオズと撮った１枚
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じ
ら
れ
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
た
と
え
ば
、

宗
教
を
敬
虔
に
信
じ
る
人
た
ち
に
言
わ
せ

れ
ば
、
そ
の
宗
教
の
規
律
や
教
え
を
守
り

「
聖
な
る
も
の
」
と
触
れ
合
う
こ
と
で
多

く
の
自
由
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。
修
道
女
た
ち
も
限
ら
れ
た
空
間
で
神

の
教
え
を
守
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
る
。
音

楽
も
同
じ
だ
。
音
色
の
中
は
規
則
正
し
く

構
成
さ
れ
た
音
符
の
つ
ら
な
り
に
よ
っ
て

私
た
ち
を
感
動
さ
せ
る
。「
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
音
楽
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
！
」
と

『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
の
教
授

は
言
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
規
則
・
コ
ー
ド

の
も
と
に
奏
で
ら
れ
る
音
楽
が
喜
び
を
も

た
ら
す
よ
う
に
、
ア
ジ
ー
ル
を
支
配
す
る

「
聖
な
る
も
の
」
の
掟
や
ル
ー
ル
に
よ
っ

て
、
人
は
そ
こ
で
自
由
と
な
っ
た
の
だ
。

　

興
味
深
い
話
が
あ
っ
た
。
平
泉
テ
キ
ス

ト
に
も
「
天
童
法
師
」
の
記
述
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
山
岳
修
験
の
山
伏
で
あ
る
。

　

「
彼
ら
は
山
に
入
る
時
、社
会
的
な（
世

俗
的
な
）
自
分
の
葬
式
を
し
未
生
の
者
と

し
て
再
び
山
に
育
て
て
も
ら
う
の

で
す
」
と
講
義
は
進
む
。「
山
と

い
う
空
間
は
ま
さ
に
《
聖
な
る
も

の
》
の
入
り
口
で
あ
り
、
世
俗
的

な
自
分
を
捨
て
再
び
生
ま
れ
変
わ

る
。
山
は
〈
母
〉
の
象
徴
な
ん
で

す
ね
。
子
が
法
師
。
母
の
胎
内
を

借
り
て
世
俗
の
人
格
と
は
違
う
人

間
と
し
て
生
ま
れ
返
る
。
修
験
道

に
み
る
こ
の
母―

子
の
信
仰
形
態

は
〈
八
幡
〉
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
日
本
の
至
る
と
こ
ろ
に

広
ま
っ
て
い
っ
た
」

「
聖
な
る
も
の
」に
触
れ
る
と
き

　

ア
ジ
ー
ル
は
近
代
と
と
も
に
絶
滅
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
、
現
代
に

に
こ
そ
引
き
継
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
教
授
は
言
う
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
国

際
政
治
に
お
け
る
亡
命
問
題
を
考
え
る
と

き
に
も
「
ア
ジ
ー
ル
の
思
想
」
が
原
点
で

あ
る
よ
う
に
。

　

私
た
ち
は
い
ま
「
聖
な
る
も
の
」
に
触

れ
る
こ
と
は
な
か
な
か
な
い
。
私
た
ち
が

住
む
社
会
は
、〝
正
常
〞
の
軸
か
ら
は
み

出
な
い
、
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き

る
レ
ベ
ル
に
保
た
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
聖
な
る
も
の
」
の
よ
う
な
非
日
常
的
な

感
覚
は
、
タ
ブ
ー
だ
。「
で
も
」
と
教
授

は
力
を
こ
め
る
。「
私
た
ち
の
根
源
に
は
、

戦
慄
す
る
〝
非
人
間
〞
な
部
分
が
必
ず
あ

る
」「
日
常
生
活
で
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
を
捨
て
切
っ
て
し
ま
う
と
人
間

と
し
て
の
全
体
性
が
な
く
な
る
」。
宗
教

的
な
も
の
の
希
求
、
ま
た
芸
能
や
ス
ポ
ー

ツ
、
祭
り
も
ど
こ
か
で
「
聖
な
る
も
の
」

の
感
覚
を
持
続
し
た
い
と
い
う
心
の
発
現

―
―

。
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

多
摩
の
ア
ジ
ー
ル
…

　

ふ
と
教
室
の
空
気
が
と
ま
っ
た
。
中
沢

教
授
の
視
線
は
一
点
を
見
つ
め
て
い
る　

そ
こ
に
は
居
眠
り
を
し
て
い
る
男
子
学
生

が
い
た
。
じ
ー
っ
と
無
言
で
見
つ
め
る
、

み
ん
な
も
見
つ
め
る
、講
義
も
中
断
。10
秒
、

20
秒
…
…
誰
か
に
背
中
を
叩
か
れ
て
起
き

た
彼
を
見
つ
め
て
一
言
。
柔
ら
か
い
調
子

で
「
お
は
よ
う
」
…
…
居
眠
り
は
と
っ
て

も
目
立
ち
ま
す
！

　

ア
ジ
ー
ル
の
も
っ
と
深
い
内
部
構
造
を

説
明
す
る
と
こ
ろ
で
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。

90
分
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
た
。
教
室

を
で
て
暑
い
日
差
し
を
浴
び
た
ら
、
夢
が

覚
め
て
違
う
世
界
か
ら
日
常
に
舞
い
戻
っ

た―
―

そ
ん
な
気
に
な
っ
た
。

　

ハ
タ
と
思
う
。
出
入
り
自
由
、
風
通
し

の
い
い
あ
の
授
業
空
間
そ
の
も
の
が
「
多

摩
の
ア
ジ
ー
ル
」
な
の
か
し
ら
、
と
。

（
学
生
記
者　

阿
部
恭
子
＝
総
合
政
策
学

部
３
年
）　　
　
　
　

講義が終わると質問者の列ができた。１人ひとりに
ていねいに応答する教授


