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の

「

生

死
」

が

問
わ

れ

る

活
動
で

も
あ
る

。

今
後
の

研
究
は
そ

れ
ぞ

れ

臨

床
に

お

い

て

配
慮
す
る

点
が

異
な
る

た
め

、

活
動
場
所
や

対

象
者
の

属
性

な
ど
に

よ

っ

て

研
究
を
分
類
し
、

そ

れ

ぞ
れ

の

領
域
ご

と
に

事
例

研
究
や

実
証
研
究
を

積
み
重
ね
る

必

要
が

あ
る

。

自
殺
に

対
す
る

宗
教
者
の

活
動
に
つ

い

て

小

　
川

　
有

　
閑

　
我
が

国
で

は
、

一

九
九
八

年
か
ら

毎
年
三
万
人
の

自
殺

者
を
出
し
て

い

る

が
、

一

方
で

、

自
殺

対
策
基
本

法
の

制
定
な
ど
を
通
し
て、

自

殺
を
個

人
的

な
問
題
と
し
て

片
付
け
る

の

で

は
な
く

、

社
会
的
に

取
り
組
む
べ

き

問
題
と
し

て

考
え
ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
の

な
か

で
、

僧
侶
と
し

て

自
殺
対
策
に

取
り
組
も

う
と
い

う
者
も
あ
ら
わ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

僧

侶
た

ち
の

活
動
は
、

追
悼
法
要
を
の

ぞ
く
と

、

悩
み

相
談
や
遺
族
の

分
か

ち
合
い

の

集
い

の

開
催
な
ど
、

僧
侶
な
ら
で

は
の

活
動
で

は

な

く、

形
式

だ

け
を
見
れ
ば
一

般
人
も
行
え
る
（

行
っ

て

い

る
）

も
の

で

あ
る

。

で

は
、

僧
侶
が
活
動
す
る

の

は
、

宗
教
的
使
命
感
か

ら
で

あ
ろ

う
か

。

宗
派
の

教

え
に

基
づ

い

て

活
動
を
す
る
の

か、

活
動
の

な
か
で

何
を

思
う
の

か
。

本

発
表
で

は、

聞
き

取
り
調
査
を
も
と

に
し
て

自
殺
対
策
に

取
り
組
む
僧
侶

の

内
面
に
つ

い

て

考
察
を
し
た．、

　

僧
侶
た
ち
は

、

自

分
の

宗

派
の

教
え
に

基
づ

い

て

活
動
を
始
め

た
の

で

は
な

く
、

実
存

的
関
心
（

た
と
え
ば

、

自
死

者
の

葬
儀
を
執
り
行
う

、

自

分
も

自
死
念

慮
を
持
っ

て

い

た
、

友
人
の

自
死
な
ど

）

に
、

「

僧
侶
は

人

の

悩
み

を

聞
く
の

が

役
巳

」

と
い

っ

た
自
身
の

な
か
の

僧

侶
像
が
重
な
っ

て、

活

動
に

従
事
す
る

き
っ

か

け
と
な
っ

て

い

る
。

　

活
動
の

な
か

で
、

僧
侶
と
し

て

何
か

で

き
る

の

で

は

な
い

か、

教
え
の

力
で

悩
め

る

人
を
立

ち
直
ら

せ

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は
な

い

か

と
い

う

無
根
拠
の

期
待
は

消
え、

実
際
に

は

何
も
で

き
な
い

こ

と
を

痛
感
さ

せ

ら

れ

る
。

し
か

し、

そ

こ

で
、

僧
侶
が
、

僧
侶
と
し

て

の

自
覚
を
捨
て
、

自

分
の

宗
派
の

教
え
を

無
視
し
て
、

活
動
に

取
り
組
む
の

か
と、．＝
口

え
ば
、

決

し
て

そ
う
で

は

な
い

。

活
動
の

な
か

で
、

釈
迦
の

教
え

や、

自
分
の

宗
派

の

教
え

に
あ
ら
た

め

て

出
会
い
、

理
解
が
深
ま
る

こ

と

が
し
ば
し
ば

見
受

け
ら
れ

る
の

で

あ
る

。

つ

ま
り、

一

度、

自
信
を

失
い

か
け
た

は

ず
が

、

活
動
を

通
じ
て、

再
び

教
え
に

出
会

う
な
か

で
、

逆
に
、

仏

教
や

自
分
の

宗
派
へ

の

確
信
や
自
覚
は

増
し
て

い

る

よ

う
に
思
わ
れ
る

。

そ

れ
は

白
分

自
身
に
向
き
合
わ
さ
れ
る

な
か
で

、

そ
れ
ま
で

テ

キ
ス

ト
を

通
じ
て

与
え

ら

れ
た

教
え、

知
識
と
し

て

の

教
え
を

、

自
分
の

な
か
に

消
化
す
る

作
業

と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い．、

　

ま
た、

僧
侶
た
ち
は

白
殺
を

否
定
も

肯
定
も
し

な
い

。

自
殺
と
い

う
一

瞬
だ

け
を

取
り
上

げ
て、

良
い

悪
い

と

判
断

す
る

こ

と

は

無

意
味
で

あ

り、

そ
れ

よ

り
も

、

自
殺
に

い

た

る

ま
で

の

苦
し

み

を
ど

う
に
か

す
る

べ

き
で

あ
る
と
三

口

う
。

相
談
者
の

話
を

聞
い

て
、

「

よ

く
こ

の

状
態
で

生

き

て

い

ら
れ

る

な
」

と

思
う
時
も
あ
り、

自
殺
を

「

最
後
の

選
択
肢
と
し
て

尊
重
し

た

い
」

、

「

死
ぬ

こ

と

は

絶
対
の

負
け
と
は

思
わ

な
い
」

と

言
う
僧

侶
は

多
い

。

こ

れ

は
、

生
の

世
界
の

み

で

人
間
を

捉
え

な
い

視
点
と
言
え

る
だ

ろ

う．、

　

活
動
を
続
け
て

い

く
モ

チ
ベ

ー

シ

ョ

ン

は
、

一

つ

に

は
、

仲
間
の

存

在

が
あ
げ
ら
れ
る

。

主
体
的
に

関
わ
り、

活
動
の

な
か

で

の

苦
労
を

共
有

す

る

か

ら
こ

そ、

お
互

い

を

尊
敬
し、

支
え
合

う
よ

う
に

も

な
る
の

だ
ろ
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う
。

も
う
］

つ

に

は
、

修
行
と

し
て

捉
え
る
考
え

方
も

あ
る
。

多
く
の

苦

に

向
き
合
い
、

自
分
自
身
と

向
き
合
う
こ

と

を、

僧
侶
と

し

て

の

修
行
と

捉
え
る

の

で

あ
る．、

ま
た
、

重
い

相
談
を

受
け
続
け
る

に

は
、

あ
る

種
の

諦
念
が

必

要
で

あ
り

、

「

僧

侶
と

し
て

や

る

べ

き
」

と

い

う
理

念
だ

け
で

も

維
持
で

き

る
も
の

で

は

な

い
。

「

淡
々

と
」

「

地

味
に
」

「

特
別
な
活
動

だ
と

思
わ

ず
に
」

活
動
す
る

の

が
継
続
の

秘
訣
と
思

わ
れ

る
。

　

社
会
状
況
が
激
し
く
変

化
す
る

現
代
に

お
い

て
、

こ

れ

か
ら
は
、

硬

直

化
し
た

教
団
組
織
よ

り
も
、

個
々

の

僧
侶
が
、

実

践
を

通
じ
て

得
た
そ
れ

ぞ
れ
の

「

仏
教
」

な

り
「

自
覚
」

が

説
得
力
を
持
っ

て

い

く
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

そ
し

て、

形

式
的
に

は

「

僧
侶
な
ら
で

は
」

に

見
え
な
い

活

動
も

、

内

実
は

、

お

の

ず
と

「

僧
侶
な
ら
で

は
」

の

活

動
に

な
っ

て

い

く

と

思
わ
れ

る
。

代

替
療

法
「

ホ
メ

オ
パ

シ

t
」

を
め

ぐ
る

言
説
の

分
析

平

　
野

　
直

　
子

　

本
発
表
で

扱
う
「

代
替
療
法
」

ホ
メ

オ

パ

シ

ー

は
、

「

レ

メ

デ

ィ
」

と

呼
ば

れ

る

独
自
の

理
論
に

基
づ

い

て

作
ら
れ
た
「

薬
」

を
処
方
す
る

こ

と

で
、

治
療
や
健
康
維
持
を
め

ざ
す
代
替
療
法
で

あ
る

。

十
八

世
紀
末
の

ド

イ
ツ

に

生
ま
れ
、

日
本
で

は
一

九
九

〇

年
代
後
半
か

ら

二

〇

〇

〇

年
代
に

か

け
て、

「

癒
や

し
」

に

関
す
る

情
報
の

氾
濫
の

中
で

紹
介
さ
れ
て

広
が

っ

た
。

　
二

〇
一

〇

年
夏、

日
本
学
術
会
議
は

会
長
談
話
に

お

い

て
、

ホ

メ

オ

パ

シ

ー

の

治
療
効
果
を

強
く
否
定
し、

医
療
現
場
で

の

使
用
を
戒
め

た
。

こ

の

こ

と

は

マ

ス

メ

デ

ィ

ア

に

も

大
き
く

取
り
上
げ
ら

れ
、

関
係
諸
学
会
も

こ

れ
に

賛
同
し
、

そ
れ

ぞ

れ

医
療
現
場
で

の

使
用
を

控
え
る

よ

う
に

呼
び

か

け
た
。

こ

の

よ

う
な

強

硬
な

態
度
で、

学
術
会

議
や

関
連
団
体
は

そ
も

そ

も
何
を

そ
れ

ほ

ど

警
戒
し

て

い

た
の

か
。

談
話
の

中
で

昌
わ
れ
て

い

る

よ

う
に
、
．

一
〇
一

〇

年
の

時
点
の

ホ

メ

オ
パ

シ

ー

は
、

わ
が

国
の

多
く
の

人
に

と
っ

て

は
、

な
じ

み

の

あ
る

代
替
療

法
で

は
な
か
っ

た
。

報
道
で

そ

れ

を

初
め

て

知
っ

た
人
々

は、

学
術
会
議
の

強
硬
な

姿
勢
に

奇

異
な

思
い

を

抱
い

た

の

で

は

な
い

か
。

　

そ
こ

で

本

発
表
で

は

ま

ず、

ホ

メ

オ
パ

シ

ー

と

は
ど
の

よ

う
な

も
の

か
、

そ

の

理

論
自

体
の

説
明
を

行
う

。

し
か
し
説
明
を

す
れ

ば

す
る

ほ

ど

に
、

ホ

メ

オ
パ

シ

ー
を
理
解
す
る

よ
り、

ま
す
ま
す
信
じ
が

た

く
奇
妙
な

も
の

と
い

う
感
じ
を
抱
か
せ

る
こ

と
に

な
る
だ
ろ

う
。

ホ
メ

オ
パ

シ

ー

は

「

同

種
療
法
」

と

い

わ
れ

る

と

お
り、

患

者
が
困
っ

て

い

る

症

状
と

同
じ

症
状
を
起
こ

す
物

質
を

、

レ

メ

デ

ィ

と

し
て

投
与
す
る
こ

と
で

治
る

と
主

張

す
る

。

し
か
も
そ
の

際
レ

メ

デ

ィ

は
、

薄
め
ら
れ
て

い

れ
ば

薄
め
ら
れ

て

い

る

ほ

ど、

効
果
が
高
い

と

い

う
の

で

あ
る

。

　
こ

う
し
た、

科
学
は

お
ろ

か
、

日
常
の

経
験
的
な
知
に

す
ら
逆
ら

う
よ

う
な
論
理
が、

な
ぜ

受
け
入
れ
ら

れ
つ

つ

あ
っ

た

の

か
。

あ
る

い

は

何
を

学

術
会
議
が

危
惧
し

、

会
長

声
明
ま
で

出

す
事

態
に

な
っ

た

の

か．”

実

は
、

ホ

メ

オ
パ

シ

ー

自
体
を
い

く
ら
よ

く
調
べ

て

も、

こ

の

問
い

へ

の

答

え
は

見
い

だ

さ
れ
な
い

。

ホ

メ

オ

パ

シ

ー

は
、

一

九
九

〇
年
代
か
ら
二

〇

〇

〇

年
代
に
か

け
て
、

す
で

に

日

本
社
会
に

な
じ
み

の

も
の

と

な
っ

て

普

及
し
て

い

た
、

あ
る
一

群
の

「 ．
言

説
」

の

存
在
が

あ
っ

て、

初
め
て

受
け

入
れ

ら
れ

た

の

で

あ
る

。

そ
し

て

そ
の

言
説
は
、

物
事
の

「

望
ま
し
さ
」

「

価

値
」

に

関
わ

る
図
式
を
持
っ

て

い

た
。

つ

ま
り

又
自
然
〉

で

あ
る
こ
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