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新
宗
教
文
化
の

脱
教
団
的
展
開

　
　

−
思
想
と

し
て

の

教
祖
研

究

ー
永
　
岡

崇

　

宗
教
集
団
の

教
祖
伝
は、

教
団
や

信
仰

当
事
者
に

よ
っ

て

著
さ

れ
る
も

の

と

考
え
ら

れ
が

ち
だ
が、

ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス

ト

や

研
究
者
を

含
め

た

多
様

な

人
々

が

教
祖
と

さ

れ
る

人
物
に

つ

い

て

語
る

行
為
を
広
く
教

桓
伝
と

と

ら

え
る

べ

き

だ
ろ

う
。

そ

う
す
る
こ

と
で、

教
祖
に

つ

い

て

語
る

と

い

う

行
為
が

、

宗
教

集
団
や
そ

の

信
仰
を
再
生
産
す
る

だ

け
で

な
く、

む

し
ろ

集
団
の
一

体
性
を

撹
乱

す
る

場
合
も

あ
る
こ

と
や

、

教
祖
イ
メ

ー

ジ
が

教

団
の

外
の

社
会
に

流
布
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

新
た

な
意

義
が

見
出
さ

れ
る

ケ
ー

ス

が

あ
る
こ

と

な
ど、

教
祖
伝
の

多
様
な

性
格
を
理

解
す
る

こ

と

が

で

き
る

と

思
わ
れ
る

。

　

本
稿
で

は
、

こ

う
し

た

広
義
の

教
祖
伝
の

う
ち

、

］

九
七

〇
〜
八

〇
年

代
の

宗
教
研
究

者
に

よ

る

教
祖
研
究
を
取
り

上

げ
、

そ
の

文
化
史
的
意
義

を

検
討
す
る

。

教
祖
研
究
を

新
宗
教
文
化
の
一

環
を
な
す
も
の

と

し

て

考

察
す
る
上
で

は
、

そ

れ

ぞ

れ
の

研

究
者
が

位
置
す
る
社
会

的
・

政
治
的
文

脈
や

学
問
的
系

譜
を
理

解
す
る

こ

と

が
必

要
な
の

は

む
ろ

ん
だ
が

、

そ
う

し
た

社
会
的
・

学
問
的
背
景
が
、

研
究
者
が
テ

ク
ス

ト
を

作
り

出
す
技
術

的
手
続
き
の

な
か

で
、

い

か

に

表

現
さ

れ
る

か

と

い

う
点
に

も

着
目
す
る

必
要
が

あ
る

。

具
体
的
な

理
論
や
方
法
を

記
述
・

分
析
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

な
ん
ら
か

の

形
で

そ
れ
ら

を

継
承
し
て

い

る
現

代
の

宗
教
研
究
の

文

化
史
的
特
質
を

問
う
と

い

う

課
題
に

も
つ

な

が

る
は
ず
で

あ
る

．

　

安
丸

良
夫
は
、

徹
底
し
た

史
料
批
判
と
神
を
な

お

の

無
意

識
と

読
み

替

え

る

手
法
に

よ

り、

出
口

な
お

を

信
徒
た

ち
か

ら

分
離
し

、

絶
対

的
な

「

外
部
」

か

ら

近
代
天
皇

制
、

資
本
主
義
社
会
を

批
判
す
る

教
祖
を
造
形

し

た
。

ま
た

島
薗
進
は、

中
山
み
き

が

い

か

に

神
意
を
内
面
化
し、

信
仰

を

形
成
し
て

い

っ

た

か
を

跡
付
け
て

い

る

が、

信
徒
ら

に

よ

っ

て

語
ら

れ

る

み

き

に

つ

い

て

の

伝
承
を
重

視
し
、

共
感
を

寄
せ

な

が

ら

論
述
を
行
っ

て

い

る
。

学
術
的
な

問
題
設

定
が

当
事
者
た

ち

の

信
仰
か

ら

無
関
係
に

存

立
す

る
の

で

は

な

く、

そ

れ
に

根
拠
づ

け
ら

れ

る

も

の

で

あ
る

と

す
る

認

識
が
そ

こ

に

は
あ
る

。

　

川
村

邦
光
は

W
・

リ
ッ

プ
の

カ

リ

ス

マ

理
論
を

援
用
し

て

新
宗
教
教
祖

の

誕
生
過
程
を

叙
述
し
て

い

る

が、

否
定
的
な
レ

ッ

テ

ル

貼
り

を

行
う

社

会
的
な

他
者
と

対
峙
し

な

が

ら

自
己

変
革
を

行
う
主

体
と

し

て

教
祖
を

描

き
、

終
わ
り
の

な

い

非
日

常
的
な
カ

リ

ス

マ

化
過

程
の

な
か

に
、

教
祖
と

そ
の

集
団
が
存
立
す
る

根
拠
を
み

て

い

る
。

ま
た

荒
木
美
智

雄
は、

金
光

教
教
祖
の

周

縁
性
・

境
界
性
を
重

視
し、

教
祖
の

「

宗
教
的

自
叙

伝
」

か

ら

周
縁
的
・

境

界
的
な

性
格
を

奪
う

教
団
の

あ
り
方
を

批
判
し
て

い

る
。

　
こ

う
し

た
教

祖
像
は

、

戦
後
の

左
翼
文

化
史
の

な
か

に

位
置
づ

け
う
る

も
の

だ

ろ

う
。

一

九
六

Q
年
代
ま

で
、

左

翼
の

活

動
家
は

大

衆
社

会
の

「

外
部
」

に

自
ら
の

身
を

置
い

て、

「

内
部
」

の

大

衆
に

覚
醒
を

呼
び
か

け
る

「

前
衛
」

と

し
て

の

立

場
を
保
持
し
よ

う
と

し
た

が
、

七

〇
年
前
後

に

は、

左
翼
運

動
自
体
が

経
済
的
恩
恵
を
受
け
る

市
民
と

し

て

の

自
覚
を

せ

ざ

る
を

え
な

く
な
り

、

「

外
部
」

を
夢
想
す
る

こ

と
は

困
難
に

な
っ

て

い

っ

た

（
五

十
嵐
惠

邦
「

任
侠
か

ら
実
録
へ

」

『

文
化
／
批
評
』

冬
季
号

、

二

〇

〇
六

年
）

。

教

祖
を

信
徒
た
ち

も
含
め

た

日
常
性
か

ら

分
断
さ
れ

た

「

外
部
」

と

し

て

描
こ

う
と

す
る
安
丸、

荒
木

、

川
村
の

教
祖
研
究
も

ま
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た
、

こ

う
し

た

「

前
衛
」

的
文

化
と

構
造
を

共
有
し

て

い

る
。

だ
が
、

こ

う
し
た

教
祖
像
も

や

は

り、

大

衆
消
費
社
会
に

お

け

る

リ

ア

リ

テ

ィ

を亠
喪

失
し
て

い

く
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

そ

れ
で

は

教
祖

研

究
の

な

か

に
、

「

内
部
」

・

口

常
性
に

お

け
る

対

話
を

志
向
す

る
方

向
性
は

な
い

の

だ
ろ

う
か

。

こ

の

点
で

示

唆
的
な
の

は

島
薗
の

教
祖
像
で
、

テ

ク

ス

ト

の

「

作

者
」

へ

の

ノ

ス

タ
ル

ジ
ア

は

稀
薄
で

教
祖
と

信
徒
と

の

つ

な
が

り
を

重
視

す
る

作
品
と

な
っ

て

い

る
。

島
薗
は

信
仰
当
事
者
に

よ

っ

て

共

有
さ
れ

た

伝
承
を

用
い

つ

つ

も、

解
釈
の

レ

ベ

ル

で

信
仰
者
へ

の

批
判
を

行
い
、

対

話
を

目
指
そ

う
と

し
て

い

る

と

も

い

う
こ

と

が

で

き
、

こ

こ

に

信
仰
者
と

非
信
仰

者
と
の

間
に

呼
び
か

け

と

応
答
の

関

係
が
生
じ

る

可
能
性
を

見
出

す
こ

と
も
で

き

る
。

安
易
な
口

常
化
・

制
度

化
を
拒
む

「

前
衛
」

型

教
祖

像
の

批
判
力
は

依
然
と

し
て

重
要
だ

が
、

信
仰
者
と

の

対
話
を

通
し

て

教

祖
像
の

あ
り

方
を

再
考
し

続
け
て

い

く
こ

と

に

こ

そ、

思

想
と

し

て

の

教

祖
研
究
の

現

代
的
意
義
が

認
め

ら
れ

る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

稿
本
天

理

教
教
祖
伝
の

成
立

幡

鎌

　
一

　

弘

　

天
理
教
教

祖
中
山
み

き

は
、

教
義

的
に
、

親

神
天

理
王

命
の

顕
現
で

あ

る

「

月
日
の

や
し
ろ
」 、

陽
気
ぐ
ら

し
へ

の

信
仰

的
歩
み

の

手
本
と

い

う

意

味
で

の

「

ひ

な
が

た

の

親
」 、

そ

し
て

い

ま

な

お

存
命
で

働
い

て

い

る

と

い

う
「

存
命
の

理
」

で

説
明
さ

れ
る

。

天
理

教
教
会
本
部
の

権
威
本
と

し

て

編
纂
さ

れ
た

伝
記
が

、

『

稿
本
天

理
教

教
祖

伝
』

（

以

下
『

稿
本
』

）

で

あ
り、

約
半
世
紀
に

わ

た

っ

て

蒐

集
さ

れ

た

史

料
・

伝
承
な

ど
を
素
材

と

し

て

叙
述
さ

れ
た

「

教
義
書
」

で

あ
る

。

一

九
五
二

年
前
半
に

草
稿
が

作
ら

れ
て

か

ら
、

一

九
五

六

年
に

完
成
す
る

ま
で

に、

章
立
て
・

叙
述
が

か

な

り
変
化
し
て

い

る
。

　
そ

も
そ
も

『

稿
本
』

編
纂
当
初
は、

文

献
史
料
に

基
づ

き

政
治
史
・

宗

教

史
と

関
係
付
け
た

歴
史
的
理

解
と

「

お

ふ

で

さ

き
」

の

解
釈
に

よ

る

教

義

的
理

解
と

の

葛

藤
が
あ
り、

そ
の

な
か

で

教
義
的
理
解
が

研
ぎ
澄
ま
さ

れ、

教
義
を
基
に

し
た
神

学
的

歴
史
叙
述
が

行
わ
れ
る
よ
う
に

な

っ

た
。

そ
の

た
め、

『

稿
本
」

で

は、

政
治

・

社

会
構
造
な
ど

と

の

関

係
は

全
く

述
べ

ら

れ
ず

、

事
実
の

提
示
に

終
始
す
る

。

代
わ
っ

て

『

稿
本
』

第
八
章

「

親
心
」

に

な

る

よ

う
な
教
義
説
明
や

（
第
十
一

稿
か

ら）
、

『

稿
本
』

第

五

章
に

示
さ

れ

る

よ

う
な

「

つ

と

め
」

の

意
義
な

ど

（
第
十
四

稿
か

ら
）

が

新
た
に

書
き

加
え
ら
れ、

強
調
さ

れ
た

。

歴
史
的
理
解
の

後
景
化
は、

「

ひ

な
が
た
」

の

非
歴
史
化
・

非
政
治
化
を
図
り
な
が

ら
普
遍
化
す
る

も

の

で
、

か

わ
っ

て
、

「

ひ

な

が

た
」

の
一

貫
し

た
姿

勢
と

し
て
、

救
済
と

救
済
の

乎
段
と
し

て

の

「

つ

と

め
」

の

完
成
が

重

視
さ

れ、

教
祖
の

多
様

な
エ

ピ

ソ

ー

ド
を

纏
め

上

げ
る

叙
述
の

柱
に

な

っ

た
。

文
献
学
的
手
法
も

と

ら

れ
る
］

方
で

、

教
義
的
判
断
を

も

と

に

史
料
が

選
択
さ

れ

た

り、

あ

る

い

は
一

部
を

書
き

改
め

た

り
し

た
。

採
用
さ

れ

な

か

っ

た

史
料
の

多
く

は、

『

稿

本
天

理
教
教
祖

伝
逸
話
篇
』

へ

振
り
向
け
ら
れ
た

。

　
史

料
が

書
き

改
め
ら

れ

た

例
が、

天

保
九

（

一

九
三

八）

年
の

啓
示
の

言
葉
で

あ
る

。

従
来
か

ら
も

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

『

稿
本
』

の

特

徴
と
し

て
、

立
教
の

前
後
で

中
山
み

き

の

人
生
を

断
絶
さ

せ

て

い

る

が、

立
教
を

冒
頭
に

配
置
す
る

叙
述
は

第
八

稿
か

ら
で
、

史
料
に

準
じ
た
衰
現

か

ら
、

史
料
を

も
と

に

し
つ

つ

教
義
に

よ
っ

て

構
築
さ

れ

た
『

天
理
教
教

200（1292）
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