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要
素
を
カ

ト
リ
ッ

ク
教
会
の

正

式
な

宗
教
儀
礼
で

あ
る

典
礼
に

採
用

す
る

こ

と

が
認
可
さ

れ
た

こ

と

は

す
で

に

述
べ

た
。

さ

ら
に

、

教
皇
庁
は、

「

九
六

九

年、

イ
ン

ド
の

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
に

対
し

て

『

十
二

ヶ

条
の

声

明
』

を
示
し、

典
礼
の

中
に

イ
ン

ド

固
有
の

文
化
要

素
と

儀
礼
要

素
を

採

用
す
る
こ

と
を

公
認
し

て

い

る
。

教
皇
庁
の

声

明
は、

宣
教
地
に

お

い

て

必
然
的
に

付
随
す
る
多
様
性
や

相
違
を
イ
ン

ド
の

特
殊
事
情
に

も
照
ら
し

て

重
ね
て

保
証
し

た

こ

と

に

な

る
。

　

イ
ン

ド
の

カ

ト

リ

ッ

ク
教
会
は、

ド
ミ

ナ
ン

ト
な
土

着
文
化
に

歩
み

寄

り
、

そ
れ

を

典
礼
や

組
織
の

構
造
の

中
に

採
り
入
れ、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

文
化

に

辿
り

得
る

諸
要
素
を

反
映
し

た

独
自
の

典
礼
を

模
索
し
て

き

た
。

し
か

し
、

典
礼
の

中
に

見
ら

れ
る
イ
ン

ド

的
諸
要
素
は、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教
の

宗

教
的
・

儀
礼
的
文
脈
か

ら

切
り

離
さ

れ
、

キ
リ
ス

ト

教
の

儀
礼
の

式
次
第

に

則
っ

て

再
編
さ

れ
て

い

る
。

つ

ま

り
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

の

儀
礼
要
素
は、

脱
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

化
と

い

う
プ
ロ

セ

ス

を

経
た

後
に、

キ

リ
ス

ト

教
的
な
意

味
づ

け
を

付
与
さ

れ
て

典
礼
の

中
に

組
み

込
ま

れ
て

い

る

の

で

あ
る。

ビ

シ
ュ

ワ

ス

と

い

う
信
じ

方

　
　

ー
ネ
パ

ー

ル

の

キ

リ
ス

ト

教
に

お

け
る

信
念

丹

羽

充

　

二

〇
〇
六

年
ま

で

世
界
唯
｝

の

ヒ

ン

ド
ゥ

王

国
で

あ
っ

た

ネ

パ

ー
ル

に

は
、

現

在
キ

リ

ス

ト
教
（
主
に

プ

ロ

テ

ス

タ
ン

ト
諸

派
）

が
急

速
に

浸
透

し

て

い

る
。

人
口

に

占
め

る
キ

リ
ス

ト

教
徒
の

割
合
は

二

〇
Q
八

年
時
点

で、

実
に

四
％
か

ら

八
％
に

ま

で

上
る

と

い

う

見
解
す
ら

あ
る

。

し

か

し

な
が

ら
、

だ
か

ら
と

い

っ

て

ネ
パ

ー
ル

に

お

い

て

キ

リ

ス

ト

教
が

市
民

権

を

獲
得
し
得
て

い

る

と

い

う
わ
け
で

も
な
い

。

「

九
六

〇

年
代
か

ら
行
わ

れ
た

キ
リ
ス

ト

教
徒
に

対
す
る

法
的

抑
圧
が
終
焉
し
た

現
在
で

も、

キ

リ

ス

ト

教
徒
に

対
す
る

社
会

的
抑
圧
は

依
然
と
し
て

根

強
く

続
い

て

い

る

の

で

あ
る

。

　

ネ
パ

ー
ル

の

キ

リ
ス

ト

教
に

つ

い

て

は

こ

れ
ま

で、

実
証

的
な

学
術
研

究
は

ほ

と

ん
ど

な
さ
れ

て

い

な
い

も

の

の、

宣
教
師
の

報
告
や
そ
れ
を
基

に

し
た

文
献
研
究
が

少
な
か

ら

ず
蓄
積
さ

れ
て

き

た
。

、

そ
の

中
で

キ
リ

ス

ト
教
に

対
す
る

社
会
的
抑

圧
、

こ

と

さ

ら

親
族
関
係
に

よ

る

抑
圧
は
非
常

に

頻
繁
に

指
摘
さ

れ
る

事

柄
で

あ
る
。

特
に

宣
教
師
の

報
告
で

は
、

ネ
パ

ー
ル

の

キ

リ

ス

ト
教
徒
を
エ

ン

パ

ワ

ー

す
る

よ

う
な

、

す
な

わ

ち

親
族

集

団
に

よ
る

抑
圧
に

耐
え
る

キ

リ
ス

ト

教
徒
を

賞
揚
す

る

か

の

よ

う
な

護
経

論
的
な
も
の

が

大
変
多
く

書
か

れ
て

き

た
。

　
だ

が、

そ

れ

に

も
か

か

わ
ら
ず、

実
際
に

キ

リ

ス

ト

教
に

対
し
て

親
族

関
係
に

よ

る

ど
の

よ

う
な

抑
圧
が
あ
る

の

か、

そ

の

背
後
に

ど

の

よ

う
な

論
理
が

あ
る

の

か

と

い

う

点
に

つ

い

て

の

説
明
は

殆
ど

な
さ

れ
て

い

な

い
。

そ
こ

で

本
発
表
で

は
、

親
族
関

係
が
キ

リ
ス

ト

教
の

展
開
に

対
し
て

ど

の

よ

う
な
影

響
を

与
え

て

い

る
の

か
、

ま
た
そ

れ

が

ど
の

よ
う
な
論
理

に

裏
打
ち
さ
れ
て

い

る

の

か

と

い

う
点
を
明
ら
か

に

し
て

い

く
。

そ

の

上

で
、

親
族
関
係
に

よ

る

複
雑
な

規
制
の

中
で
、

キ
リ
ス

ト
教
徒
で

あ
る

こ

と
、

さ

ら
に

キ

リ

ス

ト
教
徒
と

し

て

「

信
じ

る
」

と

い

う
こ

と

が
、

ネ
パ

ー
ル

の

人
々

に

と

っ

て

ど

の

よ

う
な
こ

と

な

の

か

と

い

う
こ

と

に

焦
点
を

当
て

て

い

く
。

　

事
例
と

し
て

は、

カ

ト

マ

ン

ド

ゥ

盆
地
ラ

リ
ト

プ

ー

ル

地
区
の

離
村、
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ド
ゥ

ク

チ
ャ

ッ

プ

村
を

取
り
上
げ
る

。

ド
ゥ

ク
チ
ャ

ッ

プ

村
に

対
す
る
キ

リ
ス

ト

教
の

伝
道

活
動
は
三

年

前
に

よ

う
や

く
本

格
化
し

た
ば
か

り
で

あ

り
、

キ

リ

ス

ト
教
は

更
な

る

信
徒

獲
得
の

さ

な

か

に

あ
る

。

こ

う
し

た
状

況
に

お

い

て

は、

キ

リ
ス

ト
教
を

巡
る

人
々

の

葛
藤
や

対
立
が

顕
在
化
し

や

す
い

と

い

う
こ

と

か

ら
、

ド
ゥ

ク

チ
ャ

ッ

プ

村
は

格
好
の

研

究
事
例
で

あ

る

と

い

え

る
だ
ろ

う
。

　
具
体
的
に

は

二

〇
〇
九

年
七
月
に

行
わ

れ

た

ド

ゥ

ク

チ

ャ

ッ

プ

村
で

の

調
査
の

デ
ー

タ
を
基
に、

右
記
の

課
題
に

ア

プ
ロ

ー

チ

し

て

い

く
。

作
業

の

内
容
は

、

キ
リ
ス

ト

教
信
者
の

家
系

図
の

精
査、

そ

こ

に

見
出
さ

れ

る

特
徴
に

つ

い

て

の

聞
き

取
り
を

交
え
た

分
析、

お

よ

び

親
族
関
係
に

起
因

す
る

対
立
や

葛
藤
の

分

析
で

あ
る
。

　
異
文
化
に

は

わ
れ
わ
れ
と
は

異
な
っ

た

「

宗
教
」

や

「

信
じ

る
」

と

い

う
こ

と

の

あ
り

方
が

あ

る
と
い

う
こ

と

は
、

こ

れ
ま
で

広
く
指
摘
さ
れ

て

き

た
。

だ
が
、

そ

う
し

た

指
摘
は

往
々

に

し

て

「

宗
教
」

や

「

信
じ

る
」

と

い

う
こ

と

に

多
様
な

あ
り
方
が

存
在
す

る

こ

と
を

指
摘
す
る

の

み

に

終

始
し

、

具
体

的
に

人
々

に

と

っ

て

「

宗
教
」

や

「

信
じ
る

」

と

い

っ

た
こ

と
が
ど

う
い

う
こ

と

な
の

か
、

わ
れ

わ

れ

側
の

概
念
と
ど

の

よ

う
に

異
な

っ

て

い

る

の

か

と

い

う

問
い

を

放

置
す
る

傾
向
が

あ
る

。

本
研
究
は

現
地

の

人
々

の

具
体
的
な
実

践
や

語
り
に

着
目
す
る

こ

と

で、

こ

の

よ

う
な
よ

り

大
き
な

問
題
に

対
し
て

も

貴
重
な

研
究

事
例
を

提
供
す
る

こ

と

が
で

き

る

で

あ
ろ

う
。

転
換
期
仏
教
寺
院
に

お

け

る

活
動

　
　
　
　

イ
メ

ー
ジ

戦
略
と

感

情
労
慟
の

問高

橋

嘉

代

　
現
代
の

わ
が

国
の

既
成
仏
教
を
語
る

に

際
し

「

葬
式
仏
教
」

と

し
て

の

側
面

、

そ

し

て

こ

の

側
面
か

ら
み

た
「

仏
教
の

形
骸
化、

寺
と

人
々

と

の

関
係
の

希
薄
化
」

は
、

わ
が

国
の

既
成
仏
教
の

問
題
状
況
と

し

て

繰
り

返

し

言
及
さ

れ

て

き

た
。

こ

の

言
説
が

繰
り
返
さ
れ
る

背
景
を

分
析
す
る

に

あ
た

り
、

本
報
告
で

は
寺
院
や

僧
侶
に

対
す
る
役
割
期
待
と

、

そ

の

反
映

と

し
て

現
わ
れ

る

寺
院
側
の

活
動
の

性
質
に

注
目
し
た

い
。

　
新
規
入
檀
の

際
に

は
、

墓
地
や
寺
院
の

立
地
条
件
や

墓
地
の

借
用

条
件

と

共
に、

住
職
や

寺
族
の

「

人
柄
も
見
て
」

入
檀
を
決
め

る

と

い

う

傾
向

が

指
摘
さ

れ

る
。

→

方、

何
世
代
に

も
わ
た
っ

て

寺
檀
関
係
を

継
続
し
て

き
た

檀
家
た

ち

は
、

自
身
の

檀
那
寺
お

よ

び
そ
の

住
職
に

対
し

て

は

「

自

分
た

ち
」

が

支
え

て

き

た

「

自
分
た

ち
」

の

先
祖
の

祀
り
場
・

そ

の

管
理

責
任
者
と

い

う
意

識
が

概
し

て

強
い

。

し

た

が

っ

て

同
一

寺
院
の

檀
家
の

中
で

も、

自
身
の

檀
那
寺
や

そ

の

僧
侶
た

ち

に

対
し

て

異
な
っ

た

役

割
期

待
が

あ
る

こ

と

が

伺
え
る
。

　
僧
侶
の

側
に

目
を

転
じ

て

み

よ

う
。

檀
那
寺
の

僧
侶
と

し

て

携
わ

る

葬

送
の

現
場
は、

彼
等
彼
女

等
に

と

っ

て

高
度
な
感
情
労
働
の

現
場
で

も
あ

る
。

聖

職
者
と

し
て

よ

り

相
応
し

い

振
る

舞
い

と

い

う
役
割
期
待
を

前
提

と

し
、

葬
送
の

現
場
に

お

け

る

僧
侶
た

ち

は

人
の

死
を

め

ぐ

る

感
情
管
理

に

務
め
、

自
ら

の

も
の

と
し

て

自
発
的
に

あ
ら

わ

れ

る

感

情
と

、

立
場

上
・

職
業
上
相
応
し
い

と

さ

れ

る

感
情
表
現
と

の

調
整
を

は

か

る
。

さ

ら

392（14S4）
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