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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

108（830）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

『宗教研究』86巻 4輯 （2013年）パ 不 ル

さ
れ
て

い

る

が
、

諸
宗

教
の

多
様
な
差

異
を
捨
象
す
る

と
、

既
存
の

価
値

観
を

覆
す
よ

う
な

宗
教
本
来
の

エ

ネ
ル

ギ

ー

が
失
わ

れ
る

の

で

は
な
い

か
。

宗
教
者
で

は

な
い

素
人
が
臨
床
宗
教
師
と

な
る

こ

と
は

あ
り
得
る

の

か
。

死
後
の

世

界
を
語
る
こ

と
こ

そ
が

宗
教
者
固
有
の

役
割
で

あ
り、

こ

の

要
素
は
臨
床

宗
教
師
に

欠
い

て

欲
し
く
な
い

。

　
パ

ネ
リ
ス

ト
の

応
答
は
次
の

よ

う
な
も
の

で

あ
っ

た
。

遺
体
と
の

対
面

な
ど

典
型
的
場
面
で

の

活
動
で

宗
教
者
の

専
門
性
が

発
揮
さ
れ

る
。

他
宗

教
と

の

学
び

合
い

と
い

う
経
験
を
踏
ま
え
て

現
場
に

出
る

と
こ

ろ

に

特
徴

が
あ
る
が、

仏
教
と
キ

リ
ス

ト
教
以

外
の

宗
教
問
の

協
力
の

形
は

未
知
数

の

部
分
が
多
く
研
究
課
題
で

あ
る

。

人
間
同
士
の

信
頼
関
係
構
築
が

第
一

に

必

要
で

あ
り、

そ
の

上
で

宗
教
的
用

語
が

有
意

味
な

も
の

と

な
り

得

る
。

現
場
で

は

宗
教
と

そ
う
で

な
い

も
の

ど

の

グ

レ

ー

ゾ
ー

ン

も

含
め

て

仏
教
で

あ
る

と
い

う
関
わ

り
方
を
し

て

き
た

。

医
療
現
場
で

は

誰
の

た
め

に

行
な
う
の

か

と
い

う
基
本
が
大
前
提
で

あ
る

が
、

そ
こ

か
ら

被
災
地
の

現
実
を

踏
ま
え
て

既
存
の

も
の

を
超
え
る

可
能
性
も

開
か
れ
る

の

で

は

な

い

か
。

公

共
的
な

場
で

は

宗
教
的
ケ

ア

は

「

浅
い
」

も
の

に

留
ま
ら

ざ
る

を

得
な
い

面
は

あ
る

。

そ
れ

を
超
え
る

部
分
は

大
切
だ
が

、

私
的
な

関
わ

り
の

な
か
で

展
開
さ

れ
る

の

で

は
な
い

か
。

現
場
の

活
動
と

教
理
や

理

念

の

ぶ

つ

か
り
合
い

は

必

ず
あ
り

、

両

者
が

切
磋

琢
磨
し
合

う
こ

と
が

必

要

で

あ
る

。

米
国
で

チ

ャ

プ
レ

ン

に

な
る

た
め

に

は

指

定
さ
れ
た

宗
教
組
織

に

所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

が
例

外
も

あ
り
、

日

本
へ

の

応
用
に

つ

い

て

多
角
的
な

検
討
が
必

要
で

あ
る

。

チ

ャ

プ
レ

ン

等
の

役
割
が
死
の

問
題

を
焦

点
に

当
て

す
ぎ
て

き
た
の

で
、

む
し
ろ

そ

れ

に

限

定
さ
れ
な
い

活
動

の

可
能

性
を
考
え
る

べ

き
で

は

な
い

か
。

　
最

後
に

鈴
木
岩

弓
よ

り
、

病
院
や

福

祉
施
設
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

施
設
に

「

臨
床
宗
教
師
」

が

い

る

よ

う
に

な
り
、

宗
教
の

位
置
づ

け
が

変
化
し
て

い

く
よ

う
に

な
る

と
よ

い

と

い

う
展
望
が
語
ら

れ
て

パ

ネ
ル

が
締
め
く
く

ら
れ

た
。

こ

こ

に

紹
介
で

き
な
か
っ

た

も
の

も

含
め

、

多
く
の

有
意
義
な

コ

メ

ン

ト
や

質
問
が

あ
り、

活
発
な
議
論
が

展
開
さ

れ
、

有
意
義
な
パ

ネ

ル

と
な
っ

た
と

考
え
る

。

東
日

本
大
震

災
後
に

お

け
る

〈

い

わ

き

市
〉

と

宗
教

代
表
者
・

司
会
　
寺
田
喜
朗

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
對
馬
路
人

地

域
構
造
と

宗
教

分
布

　
　
　

被
災
・

避
難
地
域
と
新
旧
宗
教
の

立
地

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

星
野
　
　
壮

　

本
発

表
は

、

後
に

続
く
三

つ

の

発
表
を

各
論
と

す
る

な
ら
ば

、

総
論
の

位

置
を

占
め
る

も
の

で

あ
る

。

　
い

わ

き
市
は
東

北
第
二

の

人

口
（

三

三

万
人

余）

を

誇
る

福
島
県
浜
通

り
地

方
の

中
核
都
市
で

あ
る

。

一

九

六

六

年、

平
・

磐

城
・

勿
来
・

常

磐
・

内

郷
の

五

市
、

四

倉
・

遠
野
・

小
川
・

久
ノ

浜
の

四

町
、

好
間
・

川

前
・

大
久
・

田

人
・

三

和
の

五

村
が

合
併
し

て

現
在
の

い

わ

き
市
は

誕

生

し
た

（
当
時
は
全

国
最
大
面

積
を

誇
る

市
で

あ
っ

た
）

。

こ

の

よ

う
な

合

併
の

結
果
と
し
て

、

い

わ

き
市
は

非
常
に

広
域
で

あ
り

、

地

域
の

核
と
な

る

箇
所
が
市
内
各
地
に

存

在
し

て

い

る
。

た

と
え
ば
平
は

市
の

中
央
で

あ
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