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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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い

る
。

タ

イ
・

カ

ン

ボ
ジ

ア、

ビ

ル

マ
、

ラ
オ
ス

の

三

系
統
に

大
別
さ
れ

る

が
、

伝
承
地
域
に

よ

っ

て

構

成
や

内
容
は

か

な

り

異
な
っ

て

い

る
。

こ

の

う
ち

ピ
ル

マ

伝
承
の

も

の

は
、

℃．
の゚

旨

既

巳

博
士
に

よ

っ

て

三、
Qり

よ

り
校
訂
出
版
さ

れ
て

い

る
。

タ
イ
・

カ

ン

ボ

ジ
ア

系

統
の

も
の

は
、

完
全

な
刊

本
が

未
出
版
で

あ
り、

タ

イ
の

現
地

関
係
者
の

協
力
を

得
て、

現
在

国
内
に

お

い

て

諸
写

本
の

校
合
作
業
が

進

行
中
で

あ

る
。

　

と

こ

ろ

で

タ

イ

伝
承

資
料
の

解
読
作
業
の

上
で
、

東
南
ア

ジ

ア

特
有

の

パ

ー

リ

語
表
記
の

問

題
が

浮

上
し

た
。

そ

れ
は

子

音
の

重

複
の

脱

落

（

崔
農
帥

を

薯
留
と

表
記）
、

長
母

音
に

代
わ

る
子

音
の

重

複
（
げ

葛
巳

を
げ
汀

甦

B
匿凶

と

表
記〉
、

長
母
音
と

短

母
音
の

交
代
（
讐圃
雷

を
鶴

鉱

鼠

と

表
記）

、

反

舌
音
と

歯
音
の

交

代
（

髱
口

詈
口

を

冨
甑

巨
倒

と

表

記）

等

（

畝
部
俊
也
名
古
屋

大
准
教
授
ら
の

整
理

に

よ

る）

で

あ
る

。

さ

ら
に

偈

頌
に

お

け

る

韻
律
の

乱
れ

も

目
立
つ

。

こ

れ

ら

に

つ

い

て

は
、

将
来
東
南

ア

ジ
ア

方
面
で

使
用
さ

れ

る

パ

ー

リ
語
が

言
語
学
的
評

価
の

対
象
と

成
り

得
る

こ

と

に

配
慮
し

て
、

そ

の

特．
質
を
可

能
な

限
り
反
映
さ

せ

つ

つ

校
訂

本
を

作
成
す

る
、

と

い

う
方

向
で

検
討
し
て

い

る
。

　

ま
た

『

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ

ジ

ャ

ー

タ

カ
』

の

物
語
に

は
、

他
に

は

な
い

様
々

な

特
徴
が
見
ら

れ

る
。

ま

ず
王

族
を
主
人
公
と

す

る
物
語
が

非
常
に

多
い

点
を

挙
げ

た

い
。

東
南

ア
ジ

ア

の

上

座
部
仏
教
伝
播
の

背
景

と
し

て、

王

権
の

確
立
の

た
め

に

権
威
の

象
徴
と

し
て

仏
教
を
受
容
し
た
と

い

う

点
を

見
逃
せ

な
い

。

ジ
ャ

ー

タ
カ

は

仏
教
伝
道
の

有
効
な

媒
体
で

あ
っ

た

こ

と

は

想
像
に

難
く
な
い
。

十
五

〜
卜

七

世
紀
と

さ

れ

る

『

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ
ジ
ャ

ー

タ

カ
』

成
立

時
に

は
、

仏
教
は

東
南
ア

ジ

ア

地
域
に

浸
透
し

て

い

た
で

あ
ろ

う。

し
か

し、

源
泉
と
な

る

物
語
の

成
立
過

程
に

は
、

当

地
の

歴
史
的

政
治
的
事

情
が

反
映
さ
れ
た

た

め

に
、

王

族
を
主

人
公
と
す

る

物
語
が

多
く
な
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

の

で

は

な

い

だ
ろ

う
か
。

　

肄
ミ

ミ

羃
§
軌

額−
醤
ミ

ぎ

等
複
数
の

物
語
に

見
ら
れ

る、

受

難
の

原

因

は

過
去
世
の

業

報
に

よ
る

と

い

う
モ

チ

ー

フ

は、

東
南
ア

ジ

ア

独
特
の

も

の

と

さ

れ
る

。

む

ろ

ん

聖

典
ジ
ャ

ー

タ

カ

等
の

記
述
が
引
用
さ

れ
る

ケ

ー

ス

も

あ
り

、

イ
ン

ド
起

源
の

要
素
も

多
分
に

含
ま

れ

て

い

る
。

ま

た
、

仲

人
を

表
す
雌
亀
が

描
か

れ
る

（
い
ミ

ミ
駄

ぎ
毳

零

醤
ミ

ぎ）

等、

東
南
ア

ジ

ア

固
有
の

習
俗
の

影

響
も

見
ら
れ

る
。

さ

ら

に

は、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
教
の

神
の

名
前
を

思
わ

せ

る

表
記
が
見
ら
れ

る

な
ど、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
文
化
の

影
響
も

否

定
で

き

な
い

。

逆
に

『

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ

ジ
ャ

ー

タ
カ
ト

が

タ

イ

文
学
に

与
え
た

影
響
も

大
き
い

と

さ

れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

『

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ

ジ

ャ

ー

タ

カ
』

は
、

種
々

の

要
素
が

取
り

込
ま

れ

て
、

さ

な

が

ら

モ

ザ
イ

ク

の

よ

う
な

様
相
を
呈

し
て

い

る

の

で

あ
る

。

し
た

が

っ

て
、

あ
ら

ゆ

る

角
度
か

ら
の

研
究
が

可
能
で

あ
り、

学

際
的
な
取
り
組
み

へ

の

展
開
が

期

待
で

き

る
。

一

方
多
様
化
し

た
文
献
で

あ
る

だ

け
に
、

従
来
の

常
識
的
な

方
法
論
を
超
え

て、

柔
軟
な

姿
勢
で

取
り

組
む

こ

と

が

必
要
に

な
っ

て

来

る

だ

ろ

う
。

　

し

か

し
何
よ

り
も

強
調
し

た

い

『

パ

ン

ニ

ャ

ー

サ
ジ

ャ

ー

タ

カ
』

研
究

の

意
義
は

、

仏
教

学
と

し

て

の

東
南
ア
ジ

ア
研
究
の

道
が

開
か

れ

た

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ
ま
で

日

本
に

お

い

て

は
、

東
南
ア

ジ
ア

は

文
化
人

類
学
の

研

究
対
象
で

あ
り、

文

献
学
を
中
心
と

す
る
仏
教
学
研
究
の

対
象
と

は

成

り

得
て

い

な

か

っ

た
。

そ

の

意
味
で
、

タ

イ
伝
承
資
料
と

ビ

ル

マ

伝
承

本

の

比

較
研
究
を

初
め
と
す

る

思
想
研
究
等
に

大
い

に

期
待
が

も
て

る
。

ま

た
近
年

盛
ん

に

な

っ

て

い

る

写
本
研
究
の

中
で

も
、

欠
損
が

少
な
く
保
存

状
態
が

良
い

写
本
を
対

象
と

し

た

も

の

と

し

て
、

非
常
に

価

値
の

高
い

研

究
で

あ
る

と

言
え

る
。
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