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し

て

の

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

像
が

求
め

ら
れ
て

い

る

と

考
え
ら
れ
る

。

　
二

つ

目
の

変
化
は

ビ

ハ

ー
ラ

と
い

う
概
念
自
体
が

ビ
ハ

ー
ラ

萌

芽
期
よ

り

拡
大
し

て

き

て

い

る

と

い

う

点
で

あ
る

。

谷

山
［

二

〇
〇
五
凵

に

よ
れ

ぼ、

現
在
ビ

ハ

ー

ラ

は

三

つ

の

枠
組
み
、

す
な
わ
ち

「

狭
義
」

…
仏
教
を

基

礎
と

し
た

タ
ー

ミ

ナ
ル

ケ

ア

活
動
及
び
そ

の

施
設、

「

広
義
」

…

老
病

死
を

対
象
と

し
た
、

医
療
及
び
社
会

福
祉
領
域
で

の
、

仏
教
者
に

よ

る

活

動
及
び
そ

の

施
設、

「

最
広
義
」

…

災

害
援
助、

青
少
年
育
成、

文
化
事

業
な
ど

「

い

の

ち
」

を

支
え
る、

ま
た
は

「

い

の

ち
」

に

つ

い

て

の

思
索

の

機
会
を
提
供
す
る、

仏
教
者
を
主

体
と

し

た

社
会
活

動
と

い

う
よ

う
に

三

つ

に

拡
大
し
て

捉
え
ら

れ
て

い

る
、

こ

れ

ら

に

伴
い

ビ

ハ

ー

ラ

萌
芽
期

よ

り
も

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

像
も
拡
大
し
て

考
え

る

必
要

性
が
あ
る

。

今
発

表
で

は

谷
山
［

二

〇
〇
五

］

の

「

狭
義
」

と

「

広
義
」

を

踏
ま

え

た

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

像
の

試
論
を
述
べ

た
。

す
な

わ
ち

筆
者
が

想
定
す
る

の

は
、

医
療
現

場
だ

け
で

な
く、

福
祉
施
設
現
場
も

視
野
に

い

れ

た
「

狭
義
」

及

び

「

広

義
」

の

範
囲
で

も
活

動
す

る

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

像
で

あ
る

。

　
医
療
・

福
祉
現
場
に

お

け
る

現
代
的
な

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

の

役
割
と

し

て

『

チ
ャ

プ

レ

ン

白
書』

に

記
さ

れ

る

十
項
目
の

役
割
を

参
考
に、

筆
者

自
身
が

医
療
・

福
祉
現
場
で

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

の

経
験
を

積
み

な
が
ら
思

考
し
て

い

た
こ

と

と

加
味
し

て
、

以

下
の

四

つ

の

役
割
が

〈

ビ

ハ

ー
ラ

僧
〉

に

は
必
要
で

あ
る

と

考
え

ら

れ

る
。

 
基
本
的
な

姿
勢、

 
宗
教
家

と

し
て

の

役
割、

 
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

ケ

ア

提
供
者
と

し
て

の

役
割、

 

医
療
・

福
祉
に

お

け
る

ケ

ア

チ

ー
ム

ス

タ
ッ

フ

と

し
て

の

役
割
の

以
上
四

点
で

あ
る

。

　
ビ

ハ

ー
ラ

萌
芽

期
に

は、

〈

ビ

ハ

ー
ラ

僧
〉

の

役
割
は

明

確
に

定
ま

っ

て

い

た

訳
で

は

な

か
っ

た
。

し
か

し
、

現

代
に

お

い

て

は、

上

述
し

た
よ

う
に

医
療
界
か

ら
の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

ケ

ア

提
供

者
と

し
て

求
め
ら
れ
る

宗
教
家
像
や、

ビ

ハ

ー
ラ

活
動
の

福
祉
へ

の

拡
大

化
と
い

う

背
景
を
踏
ま

え

て
、

以
上

の

四

点
の

よ

う

に

あ
る

程
度
具
体
化
さ

せ

た

上
で、

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧
〉

自

身
が

役
割
を

認
識
し

て

活
動
す
る

必
要
が

あ
る

こ

と

を
提
唱

し

た
。現

代
の

「

お

迎

え
」

現
象
と

聖
衆
来
迎

　

i
仏
を

迎
え

る

ト
レ

ー
ニ

ン

グ

ー大

村

哲

夫

　
死
に

瀕
し
た

人
は、

他
者
に

は

見
え
な
い

さ

ま
ざ
ま
な
イ
メ

ー
ジ

を
見

る

こ

と

が

知
ら

れ
て

い

る
。

二

〇
〇
三

年
か

ら
二

〇
〇
七
年
に

自
宅
等
で

死
亡
し
た

六
八

二

人
の

遺

族
対

象
の

質

問
紙
調
査
（
東

北
在
宅
ホ

ス

ピ

ス

研

究
会一
一

〇
〇
七
）

に

よ

る

と、

「

他
人
に

は

見
え
な
い

人
の

存
在
や

風

景
に

つ

い

て

語
っ

た
」

患

者
は

全

体
の

四

二
・
三

％
に

の

ぼ
る

。

こ

の

よ

う
な

現
象
は
一

般
に

「

お

迎
え
」

と

し

て

知
ら
れ
る

も
の

で

あ
る

が
、

宗

教
学
や

民
俗
学
の

領
域
で

こ

れ
ま
で

あ
ま
り

研
究
の

対

象
と

さ

れ
て

は

こ

ず、

臨
死
体
験
や

臨
床
心
理

学
の

分
野
で

そ

の

存

在
が

指
摘
さ

れ
て

き
た

に

過
ぎ
な
い

。

　
「

お

迎
え

」

の

語
は

歴
史
的
に

「

御
来
迎
」

と

ほ

ぼ

同
義
に

用
い

ら

れ、

阿
弥
陀
仏
が

諸
菩
薩
と
共
に

念
仏
行
者
の

臨
終
に

出
迎
え
極
楽
世
界
へ

連

れ
て

行

く
こ

と

を

指
し、

古
代
以
来
編
ま
れ

て

き
た

「

往
生
伝
」

等
に

は

そ

の

「

実
例
」

が

枚
挙
に

暇
が

な
い
。

し
か

し
前
述
し
た
現
代
の

「

お

迎

528（1620）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

第 17部会

え
」

に

は、

神
仏
が

見
え
た

ケ

ー
ス

は

僅
か

に

五
・
八

％
に

過

ぎ
ず

、

最

も

多
く
見
ら
れ
た

の

は

「

す
で

に

亡
く
な

っ

た

家
族
や

知
り

合
い
」

で
、

五

二
・

九
％
で

あ
る

。

質
問
紙
調
査
を

実
施
し

た

諸
岡
ら

（

二

〇

〇
八
）

も

「

い

っ

た
い

い

つ

か

ら

家
族
や

友
人
が

〈

お

迎
え
〉

に

来
る

こ

と

に

な

っ

た

の

か
」

と

疑
問
を

呈
し

て

い

る
。

た

し
か

に

近

世
以
前
の

文

献
上、

こ

れ

ら
「

親
し
い

死
者
」

に

よ

る

「

お

迎
え
」

の

事

例
は

ほ

と

ん
ど
見
ら

れ

ず
、

仏
菩
薩
の

来
迎
ば
か

り
と

言
っ

て

も

過
言
で

は
な
い
。

で

は

ど
う

し
て

古
人
は
仏

菩
薩
が

見
え

た

の

だ
ろ
う
か

？

　
な
ぜ

現
代
人
に

は
仏

菩

薩
が

見
え
な
い

の

だ
ろ

う
か

？

　

発
表

者
は、

阿
弥

陀
仏
等
に

よ
る

「

聖

衆
来
迎
」

を
説
い

た

浄
土

門
の

古
典
で

あ
り

、

同
時
代
の

み

な

ら
ず
後

世

の

死
生
観
に

も

大
き
な

影
響
を

与
え
た
と
さ
れ

る

『

往
生
要

集
』

を
テ

キ

ス

ト
に

こ

の

問
題
へ

の

接
近
を

試
み
た

。

　
『

往
生

要
集
』

は

源
信
が

九
八
五

年
に

著
し
た

念
仏
を

勧
め

る

諸
経
典

の

ア

ン

ソ

ロ

ジ

ー

で

あ
り、

地
獄
等
の

詳
細
・

凄
惨
な

描
写
に

よ

っ

て

厭

離
穢
土
の

念
を

起
こ

さ

せ、

極
楽
往
生
を

希
う
よ

う
に

促
し

、

念
仏
の

方

法
を

述
べ

て

い

る
。

『

往
生
要

集
』

が

引

用
す
る

経
典
に

よ
る

と、

念
仏

行

者
の

も

と

に

「

聖

衆
来
迎
」

が

あ
り
極
楽

往
生

す
る

と
あ
る

が
、

こ

の

こ

と
は

仏
菩
薩
の

来
迎
が
無
け

れ

ば

極
楽
へ

行
け

ず
、

死
後
も
さ

ま

ざ
ま

な

苦
を
受
け
る
こ

と
に

な
る

と

い

う
こ

と
を

意
味
す
る

。

そ
の

た
め

臨
終

期
に

阿
弥
陀
の

姿
を

見
る

と

い

う
こ

と

に

強

迫
的
な
努
力
を

要
す
る
こ

と

に

な
る

。

日
常
的
に

は、

阿
弥
陀
仏
の

姿
を
そ
の

足
下
の

蓮
の

花
弁
の

脈

の
］

々

に

つ

い

て

イ
メ

ー

ジ
し

、

仏
の

相
好
を

確
認
し

頭
頂
か

ら

足
の

裏

ま
で

を
繰
返
し

想
念
す

る

「

念
仏
」

や
そ
の

名
号
を

「

称
名
」

す
る

行
を

行
う。

死
が

迫
っ

た

と

き
は

「

臨
終
行
儀
」

と

し

て

特

別
な

部
屋
に

入

り、

仏
像
を
安
置
し
そ

の

手
か

ら

病
者
の

手
へ

紐
で

つ

な
ぎ、

香
を

焚
き

花
を

散
ら
し

て

荘
厳
し
、

自
他
の

称
名
念
仏
の

声
を
絶
や

さ

な

い

よ

う
に

す
る

。

す
な
わ
ち

「

聖
衆

来
迎
」

の

イ
メ

ー

ジ
を

具
体
的
に

表
現
し
、

病

者
の

注
意
を

「

往
生
の

想
、

花
台
の

聖

衆
の

来
た
り

て

迎

接
す
る

の

想
」

に

集
中
さ

せ
、

間
違
え

な

く
聖
衆

来
迎
が

得
ら

れ
る

よ

う
に

環
境
整

備
が

図
ら
れ

る

の

で

あ
る

。

念
仏
修
行
と

は、

極

楽
往
生
と

い

う
人
生

最
大
の

目

的
の

た

め

の

具
体
的
な

「

準

備
」 、

す
な

わ
ち

臨
終
に

あ
た
っ

て

阿
弥

陀
仏
の

「

お

迎
え

」

と
い

う
イ
メ

ー
ジ

を
見
る

た
め

の

ト
レ

ー
ニ

ン

グ
で

あ
る
と

い

っ

て

よ

い

だ
ろ

う
。

　

発

表
者
は

先
に

現
代
の

「

お

迎
え

」

現
象
に

お

い

て、

臨
死

者
が

安
心

で

き

る

場
合
と

不

安
を

感
じ

る

場
合
が

あ

り
、

そ

の

背
景
に

は

「

お

迎

え
」

概
念
共
有
の

有
無
が

あ
る

こ

と

を
指

摘
し
た

（

二

〇
〇
八
）

。

現

代

の

「

お

迎
え

」

現
象
で

神
仏
の

出
現
が
少
な

く
な
っ

た

こ

と
は

、

『

往
生

要
集
』

に

示
さ

れ

た

よ

う
な

浄
土

観
の

変
化
と

念
仏
修
行
が

行
わ

れ

な
く

な
っ

た
こ

と

に

よ

る

と

考
え
ら

れ

る
。

ま

た

読

売
新
聞
の

宗
教
観
調
査

（
二

〇
〇
八）

に

よ

る

と
、

「

宗
教
を
信
じ

て

い

る
」

人
は

二

六
・
一

％
に

過

ぎ

な
い

が
、

「

盆
や

彼

岸
に

お

墓
参
り
に

行

く
」

人
は

七
八
・
三

％、

「

し

ば

し
ば

家
の

仏
壇
や

神
棚
に

手
を
合
わ
せ

る
」

人
は

五

〇
・
六

％
も

い

る
。

現
代
日
本
人
は

、

親
し
い

死

者
は

な
お

「

存
在
」

す
る

と

い

う
感

覚
を

「

無
自

覚
」

に

保
持
し
て

い

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

親
し

い

死
者
」

の

イ

メ

ー
ジ

を
見
る

の

だ

と

考
え
ら

れ
る

。
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