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ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ビ
ハ

ー

ラ

僧
を

対
象
に

し
た
調
査
に

お

い

て
、

仏
教

者
と

し
て

の

役
割
意
識
を

模
索
し
て

い

た

り
、

仏
教
者
と

し

て

の

ス

タ

ン

ス

を
た

え
ず
意
識
し
て

い

た

り
、

現
代
仏
教
に

対
す
る

見
方
が

世
代
間
で

微
妙
な
違
い

が
見
ら
れ

た

り
す
る

な
ど

の

結
果
が
明
ら
か
と

な
っ

た
。

　

ま
と

め
る

と
、

実
践
を

通
し

て
、

宗
教
者
（
仏
教
者）

と

し
て

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ
ィ

を
確
認
し

な

が

ら
、

何
気
な
い

関
わ

り
が
関
係
性
構
築
に

は

重
要
な
意
味
を
も
つ

こ

と
に

気
付
か
さ
れ
る

現
実
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
。

そ
し
て
、

同
じ
人
間
と
し

て

し

っ

か
り
と

向
き
合
い

な

が
ら

も、

神

仏
な
ど
の

超
越
的
存
在
に

基
づ

い

た

宗
教
者
特

有
の

働
き
で

あ
る

宗
教
的

ケ

ア

が

少
な
か
ら
ず
求
め

ら

れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

被
災
地
か

ら

見
た

「

臨
床
宗
教
師
」

の
可
能
性
と
課
題

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

谷
山
　
洋
三

　

発
表
者
は

こ

れ

ま
で、

緩
和

ケ
ア

病
棟
や
一

般
病
院
で

の

患
者
・

家

族
・

ス

タ

ッ

フ

の

ス

ピ
リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア、

家
族
を
亡
く
し

た

遺
族
の

グ

ー2i

フ

ケ
ア

な
ど
に

関
わ
っ

て

き
た

。

東
日
本

大
震
災
の

発
生
後
は、

読

経
ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア
、

傾
聴
移
動
喫
茶、

電
話
相

談
な
ど
、

特
に
宗
派
教
派

の

違
い

を
こ

え
て

「

超
宗
派
」

の

立

場
か
ら
宗
教
者
が
協
力
す
る

活
動
に

携
わ
っ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な
経

験
を
踏
ま

え
て、
「

臨
床
宗
教

師
」

の

可
能
性
と

課
題
に
つ

い

て

考
え
る

。

　

読
経
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

は
、

単
独
で

実
施
す
る
こ

と

も
あ
る

が、

様
々

な

宗
派
教
派
の

弔
い

の

行
事
に

参
加
す
る
こ

と
も

あ
る

。

身
元
不
明
者
遺
骨

を

前
に

し
た

慰
霊
祭
で

、

天

理

教
の

司
式
の

後
、

参

列
し
た

牧
師
は
祈
り

を

捧
げ、

僧
侶
は

短
く
読
経
す
る

と
い

っ

た
形
で

あ
る

。

傾
聴
移
動
喫
茶

で

は
、

数
珠
や
「

手
の

ひ

ら

地

蔵
」

を
配

布
す
る

こ

と

が
あ
り、

参
加
者

か

ら
「

芯
入
れ
」

を

頼
ま

れ
る

と
、

沈
黙
も
し
く
は

オ

リ

ジ

ナ
ル

の

（
つ

ま

り
読
経
で

は

な
い
）

祈
り
を

捧
げ
る

。

会
場
と

な
る

仮
設

住
宅
の

集
会

所
は

公
共
空
問
で

あ
る

た
め
、

周
囲
に

配
慮
し
な
く
て

は
い

け
な
い

。

電

話
相
談
で

は
、

宗
教
者
と

し
て

の

助

言
を

求
め

ら
れ

る

こ

と
が

度
々

あ

り、

僧
侶
の

読
経
や

牧
師
の

祈
り
が

求
め

ら

れ
る

こ

と

も
あ
る

。

　

東
北
大
学
に

二

〇
一

二

年
四

月
に

開
設
さ
れ
た

「

実
践
宗
教

学
寄
附
講

座
」

は
、

こ

の

よ

う
な
被
災
地
で

の

経
験
を

踏
ま
え
て
、

次
の

よ

う
な

資

質
を
持
つ

、

日
本
の

土

壌
に
合
っ

た

o

冨
豆
巴
目

す
な
わ

ち
臨

床
宗
教
師

の

育
成
を
目
指
し
て

い

る

　
　
主
と

し

て
所
属
教
団
の

信
徒
以
外
を
対

象

と

し
て
、

布
教
伝
道
を

目
的
と
せ

ず
に
、

公
共
空
間
に

お
い

て

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ
ア

と

宗
教
的
ケ
ア

を

提
供
す
る
宗
教
者、

で

あ
る

。

ケ
ア

を

す

る

に

は
、

傾
聴
を
基
本
に
相
手
を
傷
つ

け
な
い

対
応
を

心
が

け
て、

信
仰

が

異
な
る
人
と
の

良
質
な
コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が
必
須
で

あ
る

。

ケ
ア

の

た
め

に

は

ま
ず
自
分
の

信
念
を
構
成
す
る

信
仰、

価
値
観、

世

界
観
を

認
識
し、

そ
の

信
念
体
系
を
効
果
的
に

活
用
す
る

こ

と

が
求
め

ら
れ
る

。

ケ
ア

対

象
者
の

ニ

ー

ズ

に
従
っ

て、

他
の

宗
教
者
と

の

協
力
が
必

要
な
と

き
は
薦

躇
な
く
実
施
す
る

。

　
『

サ
イ
コ

ロ

ジ
カ

ル

フ

ァ

ー

ス

ト
エ

イ
ド

実
施
の

手
引
き
第
二

版』

と

い

う
冊
子
は
、

被
災
地
に
関
わ

っ

た

医
療
・

福
祉

：
心

理
の

専
門

職
た
ち

に
活
用
さ
れ
て

お
り、

そ
こ

に

は
「

悲
嘆
と

信
仰
の

問
題
」

と

い

う
項
目

が

あ
る

。

被

災

者
の

宗
教
的
ニ

ー

ズ

へ

の

対
応
の

意

義
が

記
さ
れ

て

い

る
。

す
べ

て

の

専
門
職
に
把
握
さ
れ
て

は
い

な
い

か
も
し
れ
な
い

が
、

そ

こ

に

は

指
針
が

あ
っ

た
。

そ

し
て

、

被
災

者
の

宗
教
的
ニ

ー

ズ

も

あ
っ

た
。

で

は
な
ぜ

宗
教
者
に

よ
る

ケ
ア

が
公

共
空
間
で

提

供
し
に

く
い

の

だ

ろ

う
か

。
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仮
説
で

あ
る

が
、

一

つ

は
、

専

門
職
と

宗
教

者
が
互
い

に

連

携
し
た

経

験
が
少
な
い
、

と
い

う
こ

と
が

あ
る

だ
ろ

う
。

専
門
職
に

と

っ

て

は
、

政

教
分
離
の

原
則
や、

布
教
の

疑
義
が

あ
る

と
宗
教
者
を

現
場
に

入
れ
ら
れ

な
い．、

被
災
者
も
公
共
空

間
で

宗

教
者
に

会
う
こ

と

に

慣
れ
て

い

な
い

。

宀
示

教
者
に
と
っ

て

公
共
空

間
は

自

分
の

ホ

ー

ム

で

は

な
い

の

で
、

ア

ウ
ェ

イ
状
態
で

は

白
信
を
持
っ

て

振
る

舞
う
こ

と

が

難
し
い

。

も

う
一

つ

は
、

宗
教
者
に
よ

る
ケ
ア

と
し

て
、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

や

宗
教

的
ケ

ア

の

意
義
が
共
有
さ
れ
て

い

な
い
、

と
い

う
こ

と
が
あ
る

だ
ろ

う
。

タ

ー

ミ

ナ

ル

ケ
ア

に

関
心
を

持
つ

者
を

除
い

て
、

ほ

と
ん

ど
の

専
門
職
は

、

宗
教

者

に

よ
る

ケ
ア

を
イ
メ

ー

ジ
で

き
な
い

し
、

効
果
を
実
証
し
た
エ

ビ

デ

ン

ス

も
乏
し
い

。

宗

教
者
と
の

関
わ
り
を

“

ケ

ア
”

と
い

う
言

葉
で

意
識
し
た

被

災
者
は

少

な
い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

そ
し

て
、

宗
教

者
も

“

ケ

ア
”

と
い

う
言

葉
に

親

し
ん

で

い

な

い
。

実
際
に

は
普
段
か
ら
ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ
ア

や

宗
教
的

ケ
ア

を

実
践
し
て

い

る
は
ず
な
の

だ
が

。

　
こ

の

よ

う
に

考
え
る

と
、

 
政

教
分
離
の

壁、

 
布
教
の

疑

義、

 
経

験

不
足、

 
ケ
ア

の

意

義
が
不
明
確、

 
”

ケ
ア
”

と
い

う

言
葉
の

壁
、

と
い

う
課
題
が

見
え
て

く
る
。

 
は

「

超
宗
教
」

の

体
制
や

倫
理

綱
領
の

提
示
で

、

 
は

実
際
の

経
験
で
、

 
は

研
究
成

果
に

よ
っ

て
、

 
は
「

郷

に

入
れ
ば
郷
に

従
え
」

と
い

う
意

識
を

持
て

ば
、

あ
る

程
度
カ
バ

ー

で

き

る
。

 
〜

 
の

積
み

重
ね
が
、

 
の

壁
を
越
え
る
た
め
の

助
走
に

な
る

だ

ろ

う
。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と
ま

と
め

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

高

橋
　
　
原

　
本
パ

ネ
ル

は

東
日

本
大
震
災
後
の

状

況
を
踏
ま
え
て

東
北
大

学
に

開
設

さ
れ
た
実
践

宗
教

学
寄
附
講
座
に

お

け
る

「

臨

床
宗
教
師
」

養
成
の

プ
ロ

ジ

ェ

ク

ト
に

関
わ
る

当

事
者
達
に

よ
っ

て
、

宗
教
者
が

公
共
空

間
に

お
い

て

心
の

ケ
ア

を
行
な

う
際
の

課
題
と
可
能

性
を

論
じ

る

た
め

に

企
画
さ
れ

た

も
の

で

あ
る

。

　

高
橋
原
は、

従
来
な
さ
れ
て

き
た
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

と
の

区
別
に

基
づ

い

て

宗

教
的
ケ

ア

の

諸

特
徴
を

指
摘
し

た
。

被
災
地
等
に

お
け
る

諸

事
例
を
紹
介
し

、

人
々

が
悲
嘆
に

直
面
す
る

現
場
に

お

い

て

公
共
的
な
宀

示

教

者
が

求
め
ら
れ
て

い

る

と

問
題

提
起
を

行
な
っ

た
。

小
西
達
也
は

、

自

身
の

体
験
に

基
づ

い

て

米
国
の

病
院
チ

ャ

プ
レ

ン

の

実
情
を
概

観
し

、

自

身
と

異
な
る

宗
教
・

宗

派
の

人
々

の

ニ

ー

ズ

に

応
え
る

公
共
空
間
で

の

宗

教
的
ケ

ア

の

必
要
条
件
を
検

討
し
た

。

森

田
敬
史
は
、

ビ
ハ

ー

ラ

僧
と
し

て

の

実
践
経
験
に

基
づ

い

て、

患

者
や

家

族
の

視
点
や
ボ
ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶
と
の

連
携
も
含
め

て、

医

療
現

場
に

お

け
る

宗
教
的
ケ

ア

の

あ

り
方
に

つ

い

て

考
察
し
た

。

谷
山
洋
三

は
、

超

宗
教
・

超
宗
派
で

行
な
っ

て

き
た

被

災
地
で

の

実
践

経
験
に

基
づ

き
、

宗
教

者
が

提
供
す
る

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

ケ
ア、

宗
教
的
ケ

ア

の

諸

課
題
を

具
体
的
に

検
討
し

な
が
ら

、

臨
床

宗

教

師
の

可
能

性
と

課
題
に
つ

い

て

考
察
し
た

。

鈴
木
岩
弓
は

以
上
を
受

け

て
、

臨
床
宗
教
師
が
構

想
さ
れ

る

に

至
っ

た

経
緯
を

「

実
践
宗
教

学
寄

附

講
座
前
史
」

と
題
し
て

報
告
し、

コ

メ

ン

ト

と

し
た
。

　

フ
ロ

ア

か
ら
の

質
問
の
一

部
を
紹

介
す
る

。

隣
接
領
域
の

専
門

家
と

比

較
し
て

の

臨
床
宗
教
師
の

専
門
性
は
ど
こ

に

あ
る

の

か
。

臨

床
宗
教
師
に

な

り
得
る

人
材
が

大
教
団

所
属
の

宗
教
者
に

偏
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

中
立
性
へ

の

配
慮
が
あ
る

と
し
て

も

医
療
的
ア

プ
ロ

ー

チ
に

は
な
い

宗
教
性
を
打
ち
出
す
た

め

に
は宀
示

教
的
言

葉
を

積
極
的
に

用
い

る
べ

き
で

は

な
い

か
。

医
療

現
場
に

お
い

て

は
西
洋
近

代
医
学
の

世
界
観
が

前
提
と
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