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近

年
ま
で

、

日

本
の

宗
教
学
あ
る

い

は

宗
教
哲

学
は
そ

の

よ

う
な
日

本

の

学
者
の

戦
中
期
の

言
説
が

、

植
民
地
に

及
ぼ
し
た
政

治
的

影
響
に

積
極

的
に、
言

及

す
る

こ

と

は

稀
で

あ
っ

た
。

一

方
で
、

韓

国
な
ど

に

お
い

て

は
、

そ
の

よ

う
な

日
本
帝

国
の

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

で

あ
っ

た
教

説
に

関
与
し

た

土
着
エ

リ

ー

ト
は

「

親
口

派
」

と

し
て

厳
し
く

指
弾
さ
れ
て

き
た

。

し

か
し、

次

第
に

彼
ら
の

言

説
が、

日
本
帝
国
の

臣
民
へ

の

同

化
と
い

う
装

い

を
通
し
た

、

抵

抗
の

実

践
で

あ
っ

た

可
能
性
も
あ
っ

た
こ

と

が
指
摘
さ

れ
る
よ

う
に

な
っ

て

き
て

い

る
。

尹
海
東
が
指
摘
す
る
よ

う
に

植

民
地
の

公
共
空
間
は
ま
さ
し

く
「

グ

レ

イ
・

ゾ

ー

ン
」

と

し
て

存
在

す
る
ほ

か
な

い

も
の

で

あ
り

、

帝
国
の

イ
デ

オ
ロ

ギ

ー

も
ま
た

そ
の

徹
底
し
た
同
化
政

策
を
通
し
て

、

被

植
民
者
を
規
律
化
し
て
い

く
と

同
時
に、

被
植
民
者
に

よ

っ

て

横
領
さ
れ

変
容
さ
せ

ら
れ
て

い

く
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た

も
の

な
の

で

あ
る

。

一

九
一

〇

年
前
後
に
お

け
る

　
　
　

帝
国

史
の

観
点
か

ら

「

宗
教
」

の

行
方

金

泰

　
勲

　

宗
教

概
念
論
は

、

「

宗
教
」

と
い

う
概
念
が

西
洋

中
心

的
・

近

代
的
概

念
で

あ
る
と

い

う
批
判
か
ら
出
発
し
、

個
人

の

内
面
に

属
す
る

宗
教
「

固

有
」

の

領
域
が

存
在
す
る
と

い

っ

た

観
念
自
体
も、

宗
教
概
念
の

定
着
過

程
に

お

い

て

形
成
さ
れ
た

も
の

で

あ
る

と

い

う
批
判
に

向
け
ら

れ

つ

つ

あ

る
。

本
報
告
は
、

こ

の

よ

う
な

宗
教
概
念
論
を
め

ぐ
る

動
向
を

傾
聴
し
つ

つ
、

そ
れ
を
植
民
地
・

帝
国
の

場
面
に

お

い

て

問
い

直
そ
う
と

す
る

も
の

で

あ
る
。

し
か

し
こ

こ

で

は
、

西
洋
か
ら

凵

本
に

入
っ

た

「

宗
教
」

概
念

が
ま

ず
先
に

日
本
の

近
代

化
の

な
か

で

定
着
し、

そ
れ

が

植
民
地

朝
鮮
に

渡
っ

た

と

い

う
一

国
史
的

見
方
に

は

立
た

な
い

。

「

宗
教
」

概

念
の

日

本

に

お
け
る

定
着
過
程
と

植

民
地

朝
鮮
に

お

け
る

定
着
過

程
を
別

個
の

歴

史

と
し
て

見
な
い
、

宗
教
概
念
の

帝
国
史
的
展
開
に

つ

い

て

の

考
察
を

試
み

る

こ

と

が
目
的
で

あ
る

。

　

本
報
告
で

は
一

九
一

〇

年
前

後
に

お
け
る

植
民
地
朝

鮮
の

宗

教
情
況
に

注
目
す
る

が、

ま
ず、

韓
国
統
監

府
に

よ
っ

て

発

布
さ
れ
た
「

宗
教
ノ

宣

布
二

関
ス

ル

規
則
」

（
一

九
〇

六）

は
、

基
本

的
に

は

在
朝
日

本
人
の

宗

教

活
動
に

適
用
す
る

た

め

の

も
の

で

あ
っ

た
が

、

現
実
に

は

必

ず
し

も
そ

う
で

は

な
か
っ

た
。

な
お

、

こ

の

「

宗
教

規
則
」

は

日

本
仏
教
に

よ
る

朝

鮮
仏
教
寺
院
の

管
理
を
保
障
す
る

意
図
か
ら
発
布
さ

れ
た
も
の

で

は
あ
っ

た
が、

帝
国
日
本
の

宗
教
政
策
が
は
じ
め
か
ら
植

民
地

民
と
の

関
係
に

お

い

て

展
開
さ
れ

て

い

か
ざ
る

を

得
な
い

状
況
に

あ
っ

た

こ

と
を

象
徴
的
に

物
語
る

出

来
事
と

し
て

理

斛
さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

そ
の

な
か

で

は
、

「

内
地
（
目
本
ご

が

孕
ん

で

い

る

諸
葛
藤
や
矛
盾
が
植

民
地
支
配
の

場
面

に
お
い

て

再
び

露
呈

さ
れ

、

そ
し

て

植
民
地
民
の

抵
抗
・

協
力
と
い

う
反

応
に

よ

っ

て

複
雑
に

展
開
さ
れ

て

い

く
。

そ
し
て

「

内
地
」

の

宗
教
概
念

を
め

ぐ
る

問
題

も、

植
民
地

支
配
と

い

う
経
験
の

な
か

で
、

植

民
地
民
と

の

接
触、

交
渉
に

よ
っ

て

新
た

に

展
開
さ
れ
て

い

く
も
の

で

あ
っ

た
こ

と

に

注
目
す
べ

き
で

あ
る

、

と
主

張
す
る

。

　
一

九
一
一

年
一

月、

朝
鮮
総
督
府
警
務
部
が
朝
鮮
で

活
動
す
る

日

本
人

宗
教
者
を

調
査
し

て

ま
と
め
た

報
告
書
に
お
い

て
、

神
社、

神
宮
と

金

光

教
、

天

理

教
な
ど

の

教
派

神
道
は

「

神
道
」

と
い

う
一

つ

の

カ

テ
ゴ

リ

に

ま
と
め

ら
れ

た
。

こ

れ

は
植

民
地

行
政
側
の

末
端
に

お

い

て

も、

 
神
社

と

神
道

、

そ

し

て

教

派
神
道
の

区

分
が

明
確
な
も
の

で

は

な
か
っ

た
こ

と
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を

意
味
し、

宗
教
調
査
の

な
か

に

神
社
に
対
す
る

調
査
が

含
ま

れ
て

い

る

こ

と

か

ら
分
か

る

よ

う
に、

 
神
社
を

宗
教
と

分
離
す
る

観
念
が、

宗
教

的
現
場
に
お
い

て

は

依
然
と

し
て

明
確
な
も
の

で

は

な

か
っ

た
こ

と

を
意

味
す
る
。

　
】

方、

前
述
の

「

宗
教
規
則
」

に

よ

っ

て

可
能
と
な
っ

た

目

本
仏
教
に

よ

る

朝
鮮
寺
院
の

管
理
と

い

う
事
態
は
、

世
俗
権
力
と
は

っ

き

り
区
分
さ

れ

る
近
代
的
な
「

宗
教
」

固
有
の

領
域
に
限
定
さ

れ

え

な
い

複
合
的
な
領

域
に
あ
っ

た

朝
鮮
の

寺
院
を、

朝
鮮
王

朝
と

の

関
係
を

切
り
離
し、

近
代

的
な
宗
教
の

領
域
に
一

旦
は

限

定
さ
せ

る
役
割
を

果
す
も
の

で

あ
っ

た
と

理
解
す
べ

き
で

あ
り、

ま
た、

儒
教
の

領
域
に

お

い

て

は
、

近

代
教
育
制

度
と

し
て

の

「

学
校
」

と

い

う
概
念
に

基
づ

き
、

郷
校
の

宗
教
性
を
否
定

す
る
宗
教
領
域
の

再
編
成
が
行
わ
れ
る

こ

と

と
な
っ

た
。

　
一

九
一

〇
年
前
後
の

植
民
地

朝
鮮
と

「

内
地
」

に

お

い

て

曖
昧
な
も
の

と

し
て

連
関
し

て

い

た

帝
国

日
本
の

宗

教
概
念
は
、

「

類
似
宗
教
」

と

い

う
概
念
を
生
み

出
し
た
り、

神
社
参
拝
拒
否
の

動
き
を

引
き
起
こ

し
た
り

す
る
も
の

の

根
幹
に

あ
る
問
題
で

も
あ
っ

た
が

、

植
民
地
権
力
に
よ

る

統

制
と

そ
の

下
で

の

競
争
と

い

う

事
態
の

な
か

で
、

国
民
精
神
を

啓

発、

統

合
す
る
機
能
を
担

う、

あ
る

い

は
そ
れ
に

役
立
つ

存
在
と

い

っ

た
概
念
が

そ
こ

で

付

与
さ
れ、

ポ
ス

ト
コ

ロ

ニ

ア

ル

の

現
在
に
ま
で

存
在
し

続
け
て

い

る
の

で

あ
る

。

渡
瀬

常
吉
の

朝
鮮
伝
道
に

お

け
る

論
理

　
　
　
　
そ
の

初
期
伝
道
活
動
を
中
心
に

裴

貴
　
得

　
本
報
告
は
、

日
本
組
合
教
会
の

朝
鮮
伝
道
の

問
題
を

日
本
と

朝
鮮
と
い

う
二

項
対
立

的
な
眼
差
し

で

は

な

く、

一

九
】

○

年
当
時
西
欧
宣
教
師
と

対
立
し

て

独

立
し
た

崔
重

珍
の

「

自

由
教

会
」

を

取

り
上

げ
つ

つ
、

日

本、

朝
鮮
、

西
欧
の

相
互

関
係
の

中
で

捉
え

な
お

す
試
み

で

あ
る

。

　
一

九
一
一

年
朝
鮮
伝
道
を
開
始
し
た

日
本
組
合
教
会
の

渡
瀬

常
吉
は

、

当
初
京
城

と

平
壌
を
中
心
に

伝
道
活
動
を
行
っ

て

い

た

も
の

の
、

な
か
な

か

増
え
な
い

信
者
数
に

悩
ん

で

い

た
。

そ
の

な
か、

一

九
一

〇

年
反
宣
教

師
を
提
唱

す
る

自
由
派
と

偶
然
に

出
会
う
こ

と

と
な

る
。

自
由
派
と

は
、

一

九
一

〇

年
南．
長
老
教
の

全
羅
北
道
代
理
会
地
域
で
、

反
宣
教

師
的
・

反

教
権
的
教

会
を

主
唱
し

、

長
老
教
か
ら

分
派
し
て

自
治
教
会
を

設
立
し
た

崔
重
珍
の

「

白
由
教
会
」

の

こ

と

で

あ
る

。

そ
の

後、

崔
重
珍
の

自
由
教

会
は
、

同
じ
年
に
長
老
教
か
ら
独
立
し
た
平
安
道
の

車
学
淵、

一

九
一

五

年
ア

メ
ーー

カ

の

宣
教
師
と

後
継

者
の

問
題
を

め

ぐ
っ

て

対
立
し、

メ

ソ

ジ

ス

ト
系
統
の

大
韓
基
督
教
を
脱
退
し
た

忠
清
南
道
の

申
明
均
に

も

影
響
を

及
ぼ

し
て

い

る
。

反
宣
教

師
を
以

っ

て

独
立
し
た

車
学
淵
と
申

明
均
の

独

立
教
会
は

夫
々
、

一

九
一

二

年
と
一

九
一

六
年
組
合
教

会
に

加

入
す
る

こ

と

と

な
る

。

そ
の

後、

渡
瀬
の

朝
鮮
伝
道
は

こ

の

自
由
派
の

「

自
山

教

会
」

に

支
え

ら
れ

な
が

ら
、

信
者
と

教
会
を

伸
ば

し
て

い

く
こ

と

と
な

る
。

　
と

こ

ろ

で
、

ア

メ

リ

カ

宣
教

師
と
対
立
し
て

独
立
し
た

崔
重

珍
の

「

自
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