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見
出
し
て

い

け
る

よ

う
に

か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

仕

事
で

あ
る

と

い

う

点
に

お
い

て
、

仏

教
看
護
は
霊
的
側
面
の

対
応
を
重
視
し

て

い

る
。

　
三

　
仏
教

看
護
で

あ
る

こ

と

の

意
味

　
で

は、

な
ぜ

新
し

い

科

学
的
看
護
の

可
能
性
を

「

仏

教
看
護
」

に

求
め

る
の

か
と
い

え
ば
、

そ

の

理
由
の
一

つ

は、

日

本
の

看

護
の

歴

史
は

仏
教

を
抜
き
に

し
て

は

語
れ

な
い

か
ら
で

あ
る

。

少
な

く
と
も
日

本
の

看
護
は

仏
教
の

精
神

、

す
な

わ
ち
慈
悲
の

心
を

基
と

し
て

、

病
人
や

貧
し
い

人
々

を
世
話

す
る

こ

と
か

ら
始
ま
っ

て

お
り

、

さ
ら
に

は
時

代
を

越
え
て

看
護

と

仏
教
の

結
び
つ

き
を
期

待
し
た
人
た

ち
が
い

た
と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

二

つ

目
の

理

由
は
、

よ

り
日

本
的
な
看
護
を
追
及
し

た
い

と
い

う
点
に

あ

る
。

何
故
な
ら
ば
、

看
護
の

在
り
方
に

も、

そ
の

国
の

文
化、

宗
教、

国

民

性
、

歴

史
、

風

俗
・

習

慣
な
ど

が
反
映
さ
れ
る
も
の

で

あ

り
、

日

本
に

お

け
る

看
護
に

は
、

日

本
お

よ

び

日
本
人
の

諸
々

の

特

質
が

反
映
さ
れ
る

も
の

で

あ
る

と

考
え
る

か
ら
で

あ
る

。

も
ち
ろ

ん、

看

護
の

対
象
は

人
間

で

あ
り、

看
護
の

本

質
に

お
い

て

は

万
国
に

共
通
す
る

面
も

多
く

あ
ろ

う
。

仏
教

看
護
で

は
、

そ
の

こ

と

を
認
識
し
た
う
え
で
、

さ
ら
に

わ

が
国

に

ふ

さ
わ
し
い

個
別
性
と
独
自
性
を
も
っ

た

看
護
を
考
え
る

こ

と
を
め
ざ

し
て

い

る
。

　
四
　
仏
教

看
護
の

本
質

　
仏
教

看
護
の

本
質
を
理

論
化
し、

具
体
的
な
方
法
論
に

ま

で．＝
口

及
し
た

も
の

が
「

仏

教
看
護
論
」

で

あ
る

。

仏
教
看
護
で

は、

仏
教
の

教
え
や
価

値

観
を

看
護
の

基

本
的
な

考
え

方
や

実

際
に

取
り

込
ん

で

お
り、

そ
れ

は
、

看

護
の

主

体、

対
象
の

双
方
に

対
し
て

意
味
を
も
つ

も
の

で

あ
る
と

考
え
て

い

る
。

ま
た

仏
教

看
護
で

は
、

看
護
す
る
側、

さ
れ
る

側
の

生
死

観
を
大
切
に

し

て

い

る
。

生
死
観
は

霊

的
側
面
の

ニ

ー

ズ

に

大
き
く
影
響

す
る

か
ら
で

あ
る

。

　
以
上、

述
べ

て

き
た
よ

う
な
こ

と
か
ら

、

仏
教
看
護
の

め

ざ
し

て

い

る

も
の

は

宗
教
の

社
会

貢
献、

と

り
わ
け
霊
的

側
面
の

事
が

ら

に

か

か

わ
っ

て

い

け
る

可

能
性
を
秘
め
て

い

る

も
の

と

考
え
る
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま
と

め

戸

　
田

　
游

　
晏

　

総

論
に

代
え
て

戸
田
は
、

寺
族
の
一

人
と
し
て

、

日

本
仏
教
に

向
け
ら

れ
る

眼
差
し
へ

の

問
い

返
し
を
試
み

た
。

六

甲
山

麓
の

生

家
寺
院
の

暮
し

で

は
、

民

俗
学
に

謂

う
「

山
の

怪
」

と

日
常
が
交
わ
り

、

朝
夕
の

お

勤
め

で

天
地
国
家
か
ら
親
族
一

同
に

至
る

安
寧
と

幸
福
が

祈

念
さ

れ
て

い

た
。

こ

れ
ら
を、

ど

の

よ

う
な
枠
組
か

ら
語
れ
ば

よ
い

の

か
、

そ

も
そ
も
語
る

術
は

な
い

の

か
。

三

二
一

を

機
に、

日
本
の

仏

教
を
は

じ
め

宗
教
そ
の

も
の

、

こ

れ
を
考
究
す
る

立

場
に

も、

一

層
の

変

革
が

求
め

ら
れ
る
だ
ろ

う
。

歴
史
と
集
団
の

記
憶
に

蓄
え

ら
れ

た
智
慧
に

冉
び

活
力
を

与
え
る

余

地
が
あ
る

の

で

は
な
い

か
、

と

問
う
た

。

　

口
本
の

仏
教
者
が
歴
史
的
に

果
た

し

た

主

な
職
掌
に

、

祈
疇
と
死
者
供

養
そ
し
て

医
療
が
あ
る

。

　

東
大
寺
修
二

会
は
、

一
．

一

六
〇

年
の

問
途
絶
え
る

こ

と

な
き
不
退
の

行

法
と

謂
わ

れ
る
、

民
と

国
土
の

安
泰
を

祈
願
す
る
儀
礼
で

あ
り、

練
行
衆

と

呼
ば

れ

る
僧
侶
ら
が
身
を

献
じ
、

諸
々

の

修
法
が

行
ぜ

ら
れ

る．、

平
岡

が

本
年、

練
行
衆
を
司
る

大
導
師
を

務
め

て

い

た

修
二

会
の

期
間
中、

東

囗
本
大．
震
災
が

発
災
し
た

。

こ

れ

に

あ
た

り
急
遽
柝
願
の

な
か

に、

事
態
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に

応
じ

た

文
言
が

盛
り
込
ま
れ
た
と
い

う。

今
回
の

発

表
で

平
岡
は
、

自

身
が

二

〇
一

〇

年
に

咒
師
（
神

仏
習
合
の

様
態
を
優
れ
て

留
め

る
作
法
を

特

徴
と

す
る
）

を

務
め

た

際
の

「

天

狗
寄
せ

（

大
中

臣
祓
）

」

の

映
像
資

料
を

提
示
し
、

解

説
し
た

。

　

続
い

て

坂
井
が
、

田

辺

元
の

「

死

者
と
の

実
存

協
同
」

の

思
想
に

基
づ

く
、

死

者
が
生
者
を

「

供

養
」

す
る

と
い

う
転
回
を
通
し

て、

死
者
供
養

の

意
義
を

論
考
す
る

た
め
の

新
た
な

着
眼
点
を
提
示
し
た

。

　

藤
腹
か
ら
は

、

仏
道
に

基
づ

く
日

本
的
医

療
支
援
で

あ
る
、

「

仏
教
看

護
」

の

概
要
が

紹

介
さ
れ
た

。

　

小
川
有
閑

氏
か

ら、

戸
田
の

意
図
は
、

「

祈
疇
や

死

者
供

養
を

『

社
会

貢
献
』

と

認
め

さ
せ

よ

う
と
の

趣
旨
か
」

と
の

問
い

を

受
け、

近

代
教
育

を

身
に

つ

け
社
会
が

要
請

す
る

責
献
の

意
義

も
認
め

る

寺

族
の

立

場
か

ら
、

個
の

体
験
と
公
共
の

実
践
と
の

二

重

標
準
に

生
き
る
べ

く
強
い

ら
れ

る

葛
藤
を
例

示
し
た
も
の

で、

現
行
「

社
会
貢
献
」

概
念
へ

の

同

化
を
目

指
そ

う
と

す
る

も
の

で

は
な
い
、

と

明
確
に

し

得
た

。

　

櫻
井
治

男
氏
か
ら

平
岡
に、

大
中

臣
祓
は

神
道
で

唱
え
ら
れ
る
祝
詞
と

は

異
な
る

も
の

か
と

の

質
問
が

あ
り

、

同
じ

で

あ
る

が、

黙

読
を
以
て

唱

え
ら
れ
る

こ

と

と
回
答
し
た

。

　

坂
井
は

、

小
川
氏
か
ら
の

死

者
を

導
く

「

仏
の

世
界
」

と

は

ど
の

よ

う

な
状
態
を
想

定
し
て

い

る
の

か
と
の

問
い

に
、

仏
の

世

界
と

は
一

つ

の

象

徴

的
表
現
で

あ
る
が、

日
常
の

人
間
の

状

況
を
形
作
る、

自
我
的
・

卞
体

的
・

能
動
的
な
意
識
を
転
換
し
て

、

受

動
的
・

無
我
的
な
意

識
、

謂
わ
ば

生
か
さ
れ
て

生
き
て

い

る
と
い

う
生
の

あ
り
方
に

目

覚
め
る
こ

と
を
問
題

に

し
た
い

と
の

意
味
を
込
め
て

い

る
、

と
応
じ

た
。

　
ま
た、

渡
辺
順
一

氏
か
ら、

金

光
教
と

仏
式
の

葬
儀
の

比

較
を
例
に

、

僧

侶
に

は
、

死
者
を
通
し
て

生

者
に

目
覚
め

を
促
す
の

み
な
ら

ず、

生
前

の

生
き
方
に

現
れ
る
死
者
か
ら
の

声
を

伝
え
る

役
割
が
あ
る
の

で

は

な
い

か、

と

の

問
い

か
け
が
あ
っ

た
。

坂
井
は

こ

れ
を、

死

者
を
語
る
こ

と
が

抽

象
的
な
教
義
の

中
に

死
者
を
回
収
し
て

し
ま
う
こ

と

へ

の

危
惧
と

受
け

と

め、

死
者
の

問
題
が
葬

儀
や

法
要
に

限
ら
ず、

寺
院
と

い

う
コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

問
題
に

深
く

繋
が
る

こ

と

を
改
め
て

知
ら
さ
れ
た
思
い

が
し
た

、

と

い

う
。

　
死

者
の

生
前
の

様
子
を
遺
族
か

ら
聴
き
取
っ

て

作
成
さ
れ
る
金

光
教
の

葬

儀
の

祝
詞
を、

死

者
か
ら
生
者
へ

の

語
り
か
け
と

考
え
れ
ば

、

死

者
が

遺

族
に

遺
し
た
言

葉
と
い

う
よ

り、

ま
さ
に
そ
の

よ

う
に

遺
族
に

語
ら

せ

る

ホ

ト
ケ

が
そ
こ

に

存
す
る

と

受
け
と

め
る
べ

き
か
も
し
れ
な
い

、

と

實

川
は
コ

メ

ン

ト
し
た

。

　

藤
腹
は

、

〉°
ω
Φ
＜

旨
帥

氏
か

ら

の

問
い

に

応
じ

、

終
末
期
医

療
現
場
で

の

様
々

な

苦
し
み

に

対
し
て

の

看
護
者
の

関
わ
り
と
ケ

ア

に

つ

い

て
、

改

め
て

具
体
的
に

説
明
し

た
。

　

最
後
に

杉

岡
信
行
氏
か

ら
、

「

社

会
貢
献
」

の

語
に

は
、

顔
の

見
え
な

い

相
手
と
の

関
係
が
主
に

想
起
さ
れ
る
の

だ
が

、

人
と

人
が

身
近
に

接
す

る

関
係
こ

そ
が

真
に

重

要
で

は
な
い

か、

と
感
想
を

戴
い

た
。

　

嵐
の

名
残
の

悪
天

候
の

中
、

ご

参
会
の

方
々

登

壇
者
共
に
、

遠
方
か

ら

交

通
の

困
難
に

も

関
わ
ら

ず
ご

来
駕
を
賜
り
ま
し
た

。

末
尾
に

な
り
ま
し

た
が

、

こ

の

文
面
を

借
り
心
か
ら
の

御
礼
を

申
し
上

げ
ま
す

。
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