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新

宗
教

研
究
と

複

数
の

経
路

永

　
岡

崇

　
一

九
七
〇

〜
八

〇

年
代
に

大
き
く
展
開
し

た

日

本
の

新

宗
教

研
究
は、

自
ら
の

拠
っ

て

立
つ

新
宗
教

表
象
の

系
譜
を

構
成
団

想
像
し
て、

新
た
な

「

研
究
史
」

を

語

り
だ

し
た

。

そ

こ

で

は
、

教
団
・

信
仰

当
事
者
・

研

究

者
・

文
学
者
な
ど

の

各
々

の

立

場
を
こ

え
て
、

戦
前
期
以
降

、

新
宀

示

教
の

発
生
に

関
心
を

寄
せ
、

語
ろ

う
と

す
る

人

び
と
に

よ

っ

て

緩
や
か
に

構
成

さ
れ
る
共
同
性
が
イ
メ

ー

ジ

さ
れ
て

い

る
。

し
か

し
そ
の
．

方
で

、

戦
前

の

新
宗
教
文
化
を
側
面
か
ら、

あ
る

い

は

逆

方
向
か
ら
構
成
し
て

き
た

は

ず
の
、

新
宗
教
批
判

文
書、

異
端
的
信

仰
者
、

政
府
・

警
察
権
力
な
ど

に

よ
る

語
り
は

除
外
さ
れ
、

共

感
に

基
づ

い

た
、

あ
る

い

は

少
な
く
と

も
悪

意
の

な
い

「

研
究
」

の

蓄
積
に

よ
っ

て

新
宗
教
に
つ

い

て

の

認
識
が
深
ま

っ

て

い

く
と

い

う、

調
和
的
な
「

研
究

史
」

の

イ
メ

ー

ジ

が
保
存
さ
れ
て

き
た

と

い

え
る．．

　
こ

う
し
た
「

研
究

史
」

理

解
は

、

宗
教
の

否
定
的

側
面
を
マ

ス

コ

ミ

が
、

肯
定
的
側
面
を
研
究
者
が
対
象
と

す
る
と

い

う
暗
黙
の

分
業
体
制
の

も
と

で
、

戦
後
の
（
新）

宗
教
研
究
が、

共
感
を
も
っ

て

接
近
し

う
る

宗
教
を

好

ん

で

論
じ

て

き
た

事
実
と

深
く

つ

な
が
っ

て

い

る

と

思
わ

れ
る
。

オ
ウ

ム

真
理

教
事
件
以
降、

宗
教
研
究
者
の

間
で

も

宗
教
が

も
つ

否
定
的
側
面
に

よ

り
関
心
を

払
う
べ

き
だ

と
い

う
認
識
は

広
ま
り
つ

つ

あ
る
が
、

そ
う
し

た

動
き
に

対
応
し
て、

「

研
究
史
」

概
念
に

も
し
か
る
べ

き
再
考
・

再
想

像
が

な
さ

れ

る

べ

き
だ
ろ

う。

す
な
わ

ち、

信
仰
／
非
信
仰、

研
究
／
創

作
、

肯
定
／
否
定
と
い

っ

た

差
異
を
こ

え
た

新
宗
教
表
象
の

系
譜
を

想
定

し

た
上
で

、

戦
前
に

お

け
る

さ

ま
ざ
ま
な

種
類
の

表
象
と、

戦

後
に

お
け

る

新
宗
教

研
究
と
の

関

係
性
を

考
え
て

み
る

こ

と
が
必

要
な
の

で

あ
る

。

　

本
報
告
で

は
、

そ

の

ひ

と
つ

の

試
み

と
し

て
、

天
理
教
の

中
山
み

き、

大
本
の

出
口

な
お
と
い

う
、

戦
前
・

戦

後
を
通
じ

て

多
く
の

注
目
を
集
め

て

き
た
教
祖
・

開
祖
を
め
ぐ
る

表
象
の

系
譜
を

辿
る

。

と
り
わ
け、

従
来

の

「

研
究

史
」

か
ら
は

除
外
さ
れ
て

き
た、

天
理
教
批
判
文
書

、

精
神
病

学
に

お
け
る

宗
教
研
究、

天
理
教
か
ら
分
派
す
る

こ

と

と
な
っ

た
天
理
研

究
会
の

語
り、

そ
し
て

特
別
高
等

警
察
の

宗
教
研
究
と

い

っ

た
も
の

を、

広
義
の

教
祖
伝
に

数
え
う
る
も
の

と

し
て

取
り
上
げ、

戦
前
に

お
け
る
教

祖
・

開
祖

表
象
の

論
理
と

そ
の

変
遷

を
検
討
し
よ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る
。

　
一

九

二

〇
年
代
ま
で

に

語
ら

れ
た
、

天
理
教
や

大

本
に

お

け
る
正
統
的

教
祖
伝
や
天
理
教
批
判
文
書、

精
神
病
学
の

宗
教
研
究
は、

教
祖
・

開
祖

に

対
す
る
態
度
の

点
で

は
ま
っ

た

く
異
な
る

が、

彼
女
た
ち
を

＝
兀

的
に

把
握
す
る
こ

と

が
で

き
る
存
在
と

す
る
点
で

、

重
要
な
共
通
点
が
あ
る

。

つ

ま
り、

彼
女
た

ち
は

端
的
に

「

宗
教
的
大
天
才
」

（
正

統
的
教
祖
伝
）

、

「

山

師
」

（

天
理
教
批
判
文
書）

、

「

宗
教
性
妄
想
痴
呆
患
者
」

（

精
神
病
学
）

な
の

で

あ
っ

て
、

そ
う
し
た

性
格
づ

け
の

外
部
に

な
に

か
別
の

本
質
を
探

し
求
め

る

こ

と

は

な
い

。

こ

れ

に

対
し
て
、

二

〇
年
代
後
半
以
降
に

現
れ

た

天
琿

研
究
会
や
特
高
に
よ

る

語
り
で

は
、

み
き
や
な

お
の

思
想
を
表
層

目

宗
教
的
言
説
／
深
層
11

社
会
的
・

政
治
的
意
味、

と
い

っ

た

よ

う
に
わ

け
て

と

ら
え
、

後
者
に

こ

そ
本
質
が

あ
る

と

す
る
論
理
が
現
れ
た

。

さ
ら

に
、

と

く
に

犯
罪
心
理

学
や
精
神
病
学
の

影
響
を
受
け
た

特
高
の

言
説
で

は
、

前
半
生
に

お

け
る

貧
困
な

ど

の

不
如
意
な
経
験
が

神
が

か
り
の

原
因

と

さ
れ

る

と
と

も
に
、

そ
の

後
の

反
権
力
的
な
思
想
の

形
成
に
も
つ

な
が
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る

も
の

と

さ
れ

る
。

　
こ

の

よ

う
な
語
り
が

現
れ
た

背
景
に

は
、

天
理

教
に

お

け
る

原

典
（

み

き
の

著
作）

へ

の

関
心
の

高
ま
り

、

国
内

外
の

社
会
的
緊
張
や
天

皇
制
神

話
の

浸
透
を
受
け
た

新
宗
教
運
動
自
体
の

政
治
的
次
元
へ

の

接
近

、

思

想

警
察
に
お

け
る
精
神
病
学
的
論
理
の

採
用
な

ど
が

考
え
ら
れ
る

が
、

表
層

／
深
層
の一
．

元
的
理

解
や

民
衆
と

し
て

の

苦
難
と

思

想
内
容
の

接
続
と
い

う
論
理
構
成
の

あ
り

方
に、

戦
後
の

民
衆
宗
教
研
究
や
新
宗
教
研
究
と
の

共
通
点
が
み
ら
れ
る

こ

と
が
注
目
さ
れ

る
。

新
宗
教
研
究
の

論
理

は
、

調

和
的
な
「

研
究

史
」

の

内
部
で

の

み
構
成
さ
れ
て

き
た
の

で

は

な

く、

新

宗
教
運
動
と
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
諸
力
の

葛
藤
や

対
立
の

な
か
で

生
起
し

て

き
た
も
の

と
し

て、

複
数
の

経
路
を
辿
る

も
の

と

し
て

認
識
さ

れ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

の

で

あ
る

。

第
十
部
会

曽
我
量
深
の

象
徴
世
界
観

村

　
山

　
保

　
史

　
曽
我
量
深
は

清
沢
満
之
門
下
の

真
宗
学
者
で

あ
り、

清
沢
の

仕
事
を
引

き
継
ぎ、

神
話
的
な
色
彩
を

帯
び

た

仏
教
語
を
独
自
の

解
釈
に
よ

っ

て

現

在
語
に

置
き
換
え
る
作
業
を

し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

仏
教
語
の

翻
訳
作

業
の

ひ

と

つ

と

し
て、

曽
我
は

荘
厳
と

い

う
仏
教
語
を

象
徴
と
い

う
語
に

置
き
換
え、

仏
教
の

世

界
を
象
徴
世
界
と

し
て

解
釈
し

て

い

る
。

発
表
で

は、

彼
の

象
徴
世
界
観
を
整
合
的
に

読
み
解
く
。

　
曽
我
は

象
徴
の

世
界
を
実
体
の

世
界
と

対
比
し
て

い

る
。

実
体
の

世

界

は
理
性
（
理
知
）

に

よ

っ

て

可
能
と

な
る

世
界
で

あ
り

、

日

常
の

匿
界
で

あ
る

。

こ

こ

で

問
わ
れ
る
の

は

事
物
の

〈

固
定
的
・

静
的
な

存
在

様
式
〉

で

あ
る

。

一

方、

象
徴
の

世

界
は

具
休
的
な
感
覚
の

働
き
に

よ
っ

て

可
能

と
な
る

世

界
で

あ
り、

こ

こ

で

問
わ

れ
る

の

は
事
物
の

く

応

変
的
・

動
的

な
生
成
様

式
V

で

あ
る

．

荘

厳
は
「

飾
る
」

の

意
味
で

あ

り、

曽
我
に

よ

れ
ば

「

飾
る
」

は

見
え
な
い

も
の

が
見
え
る

よ

う
に

「

形

取
る
」

こ

と
に

由
来

す
る

。

こ

の

と
き、

見
え
る
も
の

は

見
え
な
い

も

の

の

象
徴
と
な
っ

て

い

る
。

形
を
も
た
ず

見
え
な
い

も
の

は

「

純
粋
感
情
」

と
さ
れ

、

そ
れ

が
「

感
覚
」

（
内

容）

と
な
る

こ

と
が
見
え

る

よ

う
に

形
取
る

こ

と
で

あ

る
。

唯
識
に

親
し
ん

で

い

た

曽
我
は

こ

の

よ

う
な
感

覚
の

総

体
を

阿
頼

耶

識
で

あ
る

と

し
、

阿
頼

耶
識
に

よ
る

象
徴
の

世

界
が
「

感
応

道
交
」

の

世

410（1244）
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