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の

世
界

、

赤
11

生
た
る

人

間
の

世

界
と
い

う
構
成
が
基
盤

に
あ
る
よ

う
に

推

察
さ

れ
た

。

芸

術
志
向
の

学
生
た

ち
に

も
ア

ジ

ア

と
い

う
よ

り、

普
遍

的

な
人

間
的

次
元
に

お

け
る

原

初
的
な

色
彩

語
彙
感
覚
が

看

取
さ
れ
た

（

詳
細
は

『

印
度
学
宗
教
学
会
論
集
」

三

八

号
参
照）

。

看

取
り

の

前
後
に

お
け

る

宗
教
民
俗
的
な

体
験
・

想
像
・

語
り

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

相
澤
　
　
出

　

本
報
告
は

、

在
宅
ホ

ス

ピ
ス

・

緩
和
ケ
ア

の

現
場
に

お
い

て
、

看
取
り

と

そ

の

後
の

な
か
で

、

遺

族
が

綴
っ

た

物
語
を
検

討
し

、

在
宅
の

看
取
り

を

経
験
し
た
人
々

が
、

そ
の

経
験
を
ど

の

よ

う
に

受
け
と
め

た
か
を

検
討

す
る

試
み
で

あ
る

。

二

度
に

わ
た

っ

て

実
施
さ
れ
た

在
宅
ホ

ス

ピ

ス
・

緩

和
ケ

ア

遺
族
調
査
の

自
由

記
述
を

み

る

時、

そ
の

な
か
に

は
、

医
療
化
さ

れ、

そ
の

意
味
を
医

療
的
な
死
亡

診
断
（

死
の

三

兆
候
な
ど
が

確
認
さ
れ

る
生
理
学
的
な
死
の

瞬
間）

へ

と

切
り
つ

め

ら
れ
た
病
院
死
と

は
異
な
る

死
の

あ
り
方
が
語
ら
れ
る
ケ

ー

ス

が
珍
し
く
な
か
っ

た
。

　
い

い

か

え
れ
ば、

こ

の

世
と

の

別
れ

を、

亡

く
な
っ

て

い

く
人
（
在
宅

緩
和
ケ
ア

を
利
用
し
た

患
者）

と
、

そ
れ
を
見
守
る

（

そ

し
て

見
送
っ

た
）

周
囲
の

人
々

と

の

関
係
の

な
か
で

は
、

点
で

は

な
く
長
い

時
間
的
な
経
過

と

し
て

の

看
取
り
が
今
な
お
体
験
さ
れ
、

そ
れ

を
め

ぐ
る

多
様
な
物
語
が

紡
ぎ
だ

さ
れ
て

い

る

こ

と

が
う
か

が

わ
れ

た
。

そ
の

体
験
に

は
、

い

わ
ば

宗
教
民
俗
的
な
も
の

と
の

接
点
を
も
つ

も
の

も
含
ま

れ
て

い

た
。

こ

れ

ら

の

記
述
に

注
目
し、

そ
れ
が

ど

の

よ

う
な
物
語
で

あ
る

の

か、

ど

の

よ

う

な
体
験
が

な
さ
れ、

語
ら
れ
、

記
憶
さ
れ

て

い

る

か

を

検
討
す
る

こ

と
を

試
み

た
。

　

本
報
告
の

も
と
と
な
る

の

は
、

二

〇

＝

年
一

月
二

三

日
か

ら

三

月
三

一

日

に
か
け
て、

宮
城
県
・

福
島
県
で

在
宅
ホ

ス

ピ
ス

・

緩
和
ケ

ア

を
て

が

け
る

六
ヶ

所
の

在
宅
療
養
支
援
診
療
所
の

協
力
を
え
て

実
施
さ

れ
た
調

査
で

あ
る

。

質
問
紙
郵

送
（

全

数）

調
査
で

あ
る

。

対
象
と

な
っ

た

の

は
、

二

〇

〇
七

年
】

月
か

ら

二

〇

〇

九

年
】

二

月
の

間
に

、

協
力
先
診
療

所
の

在
宅
ホ
ス

ピ
ス
・

緩
和
ケ

ア

を

利
用
さ
れ

た

患
者
の

遺
族
で

あ
る

。

郵
送
総
数
一
一

九
一

の

う
ち
五

七
五

票
を
回
収

。

回
収

率
は

四

八・
三

％

で

あ
っ

た
。

　

今
回
検
討
し
た

記
述
に

は
、

病
気
（

今
回
の

調
査
対
象
者
の

場
合、

が

ん

患

者
遺
族
が

多
い
）

の

告

知
や

発
症
か

ら
は

じ
ま
り、

在
宅
緩
和
ケ

ア

の

開

始
、

看
病
・

介
護
を
し
な
が
ら

の

患
者
と

家
族
の

時
間
の

お
く
り
方

の

様

子
、

臨
終
そ
し
て

看
取
り
の

あ
と
に

ま
で

い

た

る、

そ
れ
ぞ
れ

の

患

者
と

家
族
（

そ
し
て

遺
族
）

の

間
で

織
り
成
さ
れ

た
、

さ
ま
ざ
ま
な
体
験

が
詳

細
に

書
き
込
ま
れ
て

い

る

も
の

が

多
々

あ
っ

た
。

　
こ

う
し
た

記
述
か
ら
ま
ず
気
付
か
さ
れ
る

の

は
、

在
宅
看
取
り
の

現
場

に

お

け
る

人
々

の

観
察
の

詳
細
さ

、

記
述
の

重

厚
さ
で

あ
る

。

そ
の

観
察

や
記
述
を

う
な

が

し
た
の

は
緊
迫
し
た、

濃
密
な

時
間
の

流
れ

と
、

患

者

と

そ
の

周
囲
の

人
々

の

関

係
性
の

厚
み
で

あ
る

。

患

者
と

家
族
の

体
験

は
、

反
芻
さ
れ

、

解
釈
さ
れ
続
け
て

い

る

様
子
も

う
か

が

わ

れ

た
。

　
こ

れ
ら
の

観
察
者
の

目
は
、

普
段
と

異
な
る
わ

ず
か

な
、

さ

さ

い

な
こ

と

も
見
逃
さ
な
い

鋭
い

も
の

で

あ
り、

そ
の

記
憶
は
か

な

り
詳
細
な
も
の

で

あ
る

。

そ
こ

で

捉
え
ら
れ
る

事
象
に

は
、

多
種
多
様
な

「

不
思
議
」

と

さ

れ
る
事
柄
が
含
ま
れ
る
の

も
珍
し

く
な

か
っ

た
。

し

か
も
そ
れ
ら
は
、

伝
統
的
な

民
俗
宗
教
的
な
も
の

と

接
点
を

も
ち
な
が
ら
も

、

か
な
り
自
由

な
、

型
に
は

ま
ら

な
い

も
の

で

あ
っ

た
。

在
宅
看
取
り
の

現
場
に

お
い

て

は
、

亡

く
な
っ

て

い

く
人

、

そ
し

て

亡
く
な
っ

た
人
を
中

心
と
し

な
が

ら、
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さ

ま
ざ
ま
な
出
来

事
の

観
察、

体
験
さ

れ
る

と
と
も
に

、

宗
教

民
俗
的
と

も

特
徴
づ

け
る
べ

き

想
像
力
が
喚
起
さ

れ

て

い

る

よ

う
に
思
わ
れ
た

。

看
取
り

の

文
化
考

1
が
ん

患
者
遺
族
の

語
り
に

も
と

つ

い

て

ー

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

井

藤
美
由
紀

　

高
齢
化

社
会
は

、

現
代
日
本
に

は

じ

め

て

生
ま
れ

た

現

象
で

は
な

く
、

江

戸
時
代
に

も
あ
っ

た
。

年
長
者
を
敬
い

、

孝
行
を

「

人
の

道
」

と
し

て

重
ん

じ

る

政

策
を
と
っ

た

幕
府
は
、

家
長
が

老
親
を
看
取
る

こ

と
を
重
ん

じ
る

教
育
や

制
度
を

整
え
、

家
族
や
親
族
の

な
い

者
は

地
域
社

会
で

看
取

る

よ

う
に

指
導
し
た
（
柳
谷
慶
子
『

江
戸
時
代
の

老
い

と

看
取

り
』

山

川

出

版
社

、

二

〇
一

こ
。

そ
の

後
時
代
が
移
っ

て

も、

日
本
で

は

長
ら
く

、

看
取
り
の

責
を

負
う
の

は

基
本
的
に・
冢

族
或
い

は

親
族
で

あ
り

、

そ

れ

が

叶
わ

ぬ

場

合
は
地
域

社
会
に
委
ね
る

と
い

う
こ

と
が

続
け
ら
れ
て

き
た

。

　
し

か

し
、

戦

後
六

十
年
余
り
の

間
に
、

看
取
り
の

場
は、

家
や

地

域
社

会
か

ら

病

院
の

中
へ

と

移
行
し、

看
取
り
を

取
り
巻
く
状
況
は

様
変
わ

り

し

た
。

社

会
構
造
の

変
化
に
伴
い
、

核
家
族
が

激

増
。

家

族
役
割
に

つ

い

て

の

考
え

方
も、

老
い

や

死
と
の

向
き
合
い

方
も
、

死
と

葬
送
の

民
俗
に

対
す
る

考
え
方
も

、

す
っ

か
り
変
わ

っ

た
。

人
が

死

に

逝

く
過

程
に

立

ち

会
い
、

そ
こ

で

生
ま
れ
る

感
情
や

感
覚
を、

身
近
な
人
々

と

分
か
ち

合
う

。

そ

し

て
、

死
が
も
た
ら

す
非
日
常
性
を
、

日
常
生

活
の

枠
の

中
に

納
め

て

ゆ

く
た

め
に

、

地

縁
・

血

縁
関
係
者
が

こ

ぞ
っ

て

協
働
す
る

中
で

、

脈
々

と

受
け
継
が
れ

て

き
た

何
も
の

か

を、
「

看
取
り
の

文
化
」

と

呼
ぶ

と

す

る

と
、

今
の

日

本
に

は
、

そ
ん

な
も
の

が
あ
っ

た

と

い

う
こ

と

さ
え
、

思

い

描
け
な
い

人
の

方
が

、

多
い

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

そ
こ

で

本
発
表
で

は
、

二

〇
〇
八

年
に

実
施
し
た
、

が
ん

患
者
遺
族
へ

の

イ
ン

タ

ビ
ュ

ー

調

査
の

成
果
か
ら

、

後
藤
冨

美
子
（
仮

名
）

さ
ん
の

事
例
（
「

お

迎
え

」

に

関
す
る

エ

ピ

ソ

ー

ド
）

を

紹
介
し、

「

看
取
り

文
化
」

の

現
在
に
つ

い

て

の
一

考
察
を
発

表
す
る

。

　
後

藤
冨

美
子
さ
ん

は、

医
師
が

終
末
期
の

夫
（
啓
司
さ
ん

）

に

「

お
迎

え
が

来
た
ら
い

い

で

す
ね
」

と

話
し
か

け
た

時
、

義
父

母
を

看
取
っ

た

時

の

記

憶
が

甦
る

と

同
時
に

、

目
か

ら
鱗
が

落
ち
た

。

自
分
が

妄
想
だ
と

思

い

込
ん

で

い

た

現
象
を、

「

お
迎
え
」

と

捉
え
る

こ

と

が
で

き
る

。

「

科
学

者
で

あ
る

医

師
」

が

そ

う
告
げ
て

い

た
。

冨

美
子
さ

ん
の

語

り
を
辿
る

と
、

「

お
迎
え
」

と

い

う
概
念
が

、

啓
司
さ
ん

と

冨
美
子
さ

ん

が
こ

の

世

で
一

緒
に

過
ご

す
最
後
の

日

々

を
、

ほ

の

か
に

明
る

く
し

た

こ

と
が

伺
え

る
。

ま
た、

死

別
後
の

深
い

悲
嘆
の

底
か
ら

、

冨

美
子
さ

ん

が

納
得
し

て

立
ち

上
が
る

過
程
で

も
、

「

お
迎
え
」

を
肯

定
す
る

こ

と
で

獲
得
し

た

他

界
観
や

霊

魂
観
が

、

有
効
に

働
い

た

こ

と
が

伺
え
た
。

冨
美
子
さ
ん

は

啓

司
さ
ん

と
の

死

別
三

年
後
に

実
施
し
た

イ
ン

タ

ビ
ュ

ー

調
査
で
、

啓
司
さ

ん

を

看
取
っ

た

後、

「

魂
」

の

実
存
を

信
じ

る

よ

う
に

な
り、

い

わ
ゆ

る

伝
統
宗
教
と
は

違
う
形
で

あ
る

が
、

実
感
を

伴
う

「

宗
教
」

を

持
つ

よ

う

に

な

っ

た
と

語
っ

た
。

「

看
取
る
」

と
い

う
営
み
に

は、

生
と

死
の

境
界

領
域
で

生

き
る

こ

と
を

余
儀
な
く
す
る

力
が

働
く

。

再
び

生
が

満
ち
溢
れ

る

日

常
世
界
に

適
応
す
る

た

め

に

は
、

看
取
り
の

文
化
の

中
に

息
づ

く
伝

統
的

な
宗
教
的
世
界
観
に
一

旦
深
く
沈
潜
し、

癒
さ
れ
る

こ

と

が
必
要
な

の

か

も
し

れ
な
い

。

　
「

看
取
り
の

文
化
」

と

言
え
ば
、

万

葉
集
の

昔
か
ら

、

昭
和

初
期
ま
で

全
国
各
地
で

見
ら
れ
た

「

タ

マ

ヨ

ビ
」

は、

そ
の

代
表
格
で

は

な
い

か
と

思
わ

れ
る

（
井
之
口

章
次
『

日

本
の

葬
式
』

弘
文
堂、

一

九
七

七
）

。

だ

が
現

在、

「

タ
マ

ヨ

ビ
」

に

リ

ア

リ
テ

ィ

を

感
じ
る

人
は
、

果
た

し
て

ど
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