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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
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に

檀
那
寺
の

僧
侶
は

日
々

の

生

活
の

中
で

も

不
断
の

感
情
管
理
を

続
け

る

こ

と

が
陰
に

陽
に

期
待
さ

れ
、

仮
に

そ

の

期
待
か

ら

逸
脱
し

た
感
情
表
現

を
お

こ

な
っ

た
と

見
な

さ

れ

た

場
合
に

は

何
ら
か

の

か

た

ち

で

サ
ン

ク

シ

ョ

ン

を
受
け
る

こ

と

に

も
な

る
。

こ

れ

ら

の

動
き
の
］

方
で
、

多
様
化
す

る
檀
家
層
に

対
し

、

檀
那
寺
の

側
か

ら

「

あ
る
べ

き

家
族
像
」

の

提
示
を

意
識
的
に

め

ざ
そ

う
と

い

う

例
も

散
見
さ

れ、

と

く
に

親
近
感
や
「

癒

し
」

、

そ

し

て
一

家
の

歴

史
を
ノ

ス

タ
ル

ジ
ッ

ク
に

語
る

と

い

っ

た

感

情

的
な

側
面
に

お

い

て

「

家
族
以
上
に

家
族
ら

し
い
」

関
係
性
を
目

指
そ

う

と

し
て

い

る

動
き

も

伺
え
る

。

こ

れ

は

既
成
仏
教
寺

院
お

よ

び
僧
侶
た
ち

に

対
す
る

家
（

族〉
イ

デ
オ

ロ

ギ
ー

再
生

産
装
置
と
し
て

の

役
割
認
識
に

基

づ

い

た、

一

種
の

イ

メ

ー
ジ

戦

略
と

も

言
い

得
る
だ
ろ

う
。

　
人
々

の

ラ

イ
フ

ス

タ
イ
ル

の

多
様
化
を

背
景
と
し
て

、

檀
家
と

な
っ

て

い

る
人
々

の

層
も

従
来
と

比
べ

る

と

多
様
化
が

進
ん
だ

。

し

た

が

っ

て、

そ

れ
ぞ
れ
が

異
な

っ

た

役
割
期

待
を
寺

院
や

僧
侶
に

対
し
て

抱
い

て

い

る

蓋
然
性
は

高
い

。

さ

ら

に

檀
家
の

側
に

お

い

て

「

望
ま
し
い

葬
儀
・

墓
の

あ
り

方
」

「

望

ま
し
い

寺
院

／
僧
侶
」

に

関
す
る

多
く
の

情
報
を

容
易
に

得
る
こ

と
が
で

き

る

よ

う
に

な

っ

た
。

そ

の

結
果、

寺

院
の

方
針
や
僧
侶

の

行
動

、

僧
侶
と

在
俗
の

人
々

と

の

関
係
性
に

お

け
る

「

よ

り
望
ま
し
い

あ
り
方
」

の

比

較
準
拠
と

な

す

対
象
は

増
加
し
ま
た

多
様
化
す
る
。

こ

の

た

め
に

僧
侶
に

対
す
る
期
待
の

水
準
が

全
般
的
に

高
く
な
っ

て

い

る
、

言

い

換
え
れ
ば

檀
家
た

ち

は

自
身
の

檀
那
寺
や

そ
の

寺

院
の

住

職
の

あ
り
よ

う
に

関
し
て

「

ハ

イ
レ

ベ

ル

な

比

較
対
象
を

多
数

認
識
し
て

い

る

が

故

に、

自
ら
の

檀
那
寺
の

不
足
点
が

よ
り

目
に

つ

く
」

と
い

っ

た

い

わ
ば
相

対
的

剥
奪
の

状
態
に

な
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と

が

考
え
ら
れ

る
。

こ

の

こ

と

が
、

既
成
仏
教
の

問
題
点
と

し
て

既

成
仏
教
寺
院
の

「

葬

式
仏
教
」

的

側
面
が

繰
り
返
し

論
じ

ら

れ
る

よ
う
に

な

る
一

因
と

い

え

よ

う。

一

方
で

寺
院
側
の

活
動
に

お

い

て

は
、

多
様
化
す
る

檀
家
層
に

対
し

、

檀
那
寺
の

僧
侶
と

し
て

向
き

合
う

際
に

は
よ

り

高
度
で

か

つ

不
断
の

感
情
労
働、

お

よ

び

イ
デ
オ

ロ

ギ
i
装
置
と

し
て

の

意

識
的
な

活
動
が

必

要
に

な
っ

て

き

て

い

る
こ

と

が

伺
え
る

。

こ

れ
に

よ
っ

て

従

前
で

は

念
頭
に

置
か

れ

る

こ

と

の

無
か

っ

た

タ
イ
プ

の

既
成
仏
教
寺
院
お

よ

び
そ

の

檀
家
と

の

関
係
性

が

広
が
っ

て

ゆ
く
可
能

性
が

あ
る
一

方
で、

複
雑

化
す
る
感

情
管
理
の

結

果
、

僧
侶
や

寺
族
た
ち

に

お

け
る

感
情
の

疎

外、

そ
し
て

教
理
か

ら

の

疎

外
と
い

う
現
象
も
起
こ

り
え
る

。

今
後
は
現
代
の

わ
が
国
に

お

い

て

寺
院

運
営
に

あ
た

る

に

至
っ

た

僧
侶
た

ち

が

い

か

に

し

て

こ

の

二

つ

の

疎
外
状

況
の

危
機
に

対
処
し
て

ゆ

く
か

と

い

う
こ

と

に

目
を
向
け
て

ゆ

く
必
要
が

あ
る
だ
ろ

う
。

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ

ジ
ャ

ー

タ
カ

研
究
の

意
義

茨

　
田

　
通

俊

　
『

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ
ジ

ャ

ー

タ

カ
』

（

き
識
識

融
貸

儀
肉

§
織

五

十
ジ
ャ

ー

タ

カ
）

と

は、

東
南
ア

ジ
ア

地
域
に

独

自
に

流
布
し

た
ジ
ャ

ー

タ
カ

群
で

あ

る
。

こ

れ
は
、

い

わ
ゆ

る

聖
典
ジ

ャ

ー
タ
カ
と

は
異
な
る

偽
経
ジ
ャ

ー

タ

カ

で

あ
る

。

一

般
に

五

十
話
に

ま

と

め

ら
れ
た

同
名
の

ジ

ャ

ー
タ

カ

集
成

が
、

東
南
ア

ジ

ア

各
地
に

存
在
す
る

の

で

あ
り、

決
し
て

特
定
の

本
生

話

集
成
を
意
味
す
る

も
の

で

は

な
い

。

　
そ

の

多
く
は
、

パ

ー

リ

語
等
で

書
か

れ
た

貝
葉
写
本
と

し
て

残
存
し

て
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