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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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れ
ほ

ど
い

る

だ
ろ

う
か

。

　

高
度
経
済
成
長
期
以

降
に

顕
著
だ
っ

た
傾

向
の

ひ

と
つ

に
、

自
然
科
学

的
思

考
に

対
す
る

傾
倒
が

あ
げ
ら
れ

る
。

「

タ
マ

ヨ

ビ
」

や
「

お
迎
え
」

の

背
後
に

あ
る

宗
教
的
世

界
観
は
、

看
取
り
の

場
が

生

活
の

場
か

ら

病
院

の

中
に

移

行
し

て

ゆ

く
に

つ

れ

て
、

客
観
的

証
明
も
で

き

ず
、

リ

ア

リ

テ

ィ

も
感
じ
ら
れ

な
い

「

怪
し

い

話
」

や
「

迷

信
」

と
し
て
、

全

般
的
に

価

値
が
貶
め
ら
れ

て

い

っ

た
の

で

は

な
か
ろ
う
か

。

　

し

か

し
、

面
白
い

こ

と

に
、

「

怪
し
い

話
」

は
、

自
然

科
学
的
思
考
の

お
か
げ
で

飛
躍
的
に

進
歩
し

た
医
療
界
の
一

角
で

、

命
脈
を
保
っ

て

い

た

よ

う
だ

。

近

年
の

出
版
物
を

見
て

も
、

「

看
取
り
の

文
化
」

の

卞

な
担
い

手
は
、

人

間
ら
し

い

最
期
の

実
現
を
支
え
よ

う
と

努
力
を
重
ね
て

き
た
、

終
末
期
医

療
の

現
場
や

老
人
福
祉
施
設
で

働
く
専

門
職
達
な
の

で

は
な
い

か
と

思
わ
れ
る

（
國
森
康
弘
『

い

の

ち
つ

ぐ
「

み
と

り
び
と
ヒ

全
四

巻、

農

文
協、

二

〇
一

二
、

村

瀬
孝
生

『

看
取
り
ケ
ア

の

作

法
』

雲
母
書
房、

二

〇
一
一

等
）

。

現
代
韓
国
に

お

け

る

自
然

葬
の

思
想

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
田

中

　
　
悟

　

本
研
究
は

、

現
代
韓
国
に

お
け
る

自
然
葬
の

位
置
づ

け
を
概
観
し、

そ

の

歴
史
的
な

文
脈
と
現
代
的
な
意
味
に

つ

い

て

考
察
を
進
め

る

も
の

で

あ

る
。

考
察
の

手
が
か
り
と
し
て、

自
然
葬
に

関
す
る

韓
国
国
内
の

研
究
を

取
り
上
げ

、

そ
の

議
論
の

筋
道
を

追
う
こ

と
で
、

韓
国
に
お
け
る
自
然
葬

を
め

ぐ
る

議
論
の

主
要
論
点
を
整
理
す
る

。

そ
の

上

で
、

日

本
に

お

け
る

自
然
葬
の

議
論
を

参
照
し
な
が
ら
、

自
然
葬
の

意
味
付
け
に

関
す
る

韓
国

的
な
特
性
に

つ

い

て

考
え
て

い

き
た

い
。

　

本
研
究
で

は
、

韓
国
の

自

然
葬
に

関
す
る

先
行
研
究
と

し
て
、

特
に

以

下

の

三

本
の

論
文
を

取
り
上

げ
た

。

『

韓

国
地

籍
情
報

学
会
誌
』

第

＝

巻
第
一

号
（

二

〇

〇

九
）

に

掲
載
さ
れ

た

チ
ョ

ド

ク

ヨ

ン
・

イ
ム

イ
テ

ク

「

大

韓
民
国
葬
墓

制
度
に

関
す
る

研
究
」

は
、

韓
国

葬
墓
文
化
の

変
遷
過

程
を

踏
ま
え
た

上
で

、

葬
墓

制
度
の

現
況
と

問
題
点
を

論
じ、

そ
の

改
善

案
に

つ

い

て

論
じ
た

研
究
で

あ
る

。

ま
た
、

『

浄
土

学

研
究
』

第
一

二

輯

（
二

〇
〇

九）

に

掲
載
さ
れ

た

安
佑
煥
「

葬
事
文
化
の

変
化
に
と

も
な
う

自
然

葬
の

研
究
」

は
、

先
の

チ
ョ

ド

ク

ヨ

ン

・

イ

ム

イ

テ

ク

の

研
究
で

論

じ
ら
れ

た

葬
墓

文
化
の

変．
遷
の

結
果
と

し
て

登
場
し
、

注

目
さ
れ
て

い

る

自
然

葬
を

取
り
上

げ
、

そ
の

定
義
と
理

論
、

ま
た

韓
国
に

お

け
る
自
然
葬

の

現
状
と

将

来
的
な

発

展
の

方
策
に

つ

い

て

論
じ

て

い

る
。

さ
ら
に

、

『

保

健
福

祉
フ

ォ

ー

ラ
ム
』

第
一

六

七

号
（
二

〇
一

〇
）

に

掲
載
さ
れ

た

キ
ム

ギ
ョ

ン

レ

「

墓
地
の

価

値
に

関
す
る

研
究
」

は
、

墓
地
に

よ

っ

て

蚕

食
さ
れ
て

い

る

国
土
の

価
値
の

試

算
を

試
み

た

論
考
で

あ

り
、

墓
地
に

よ

る

国
土
の

蚕
食

予
防
策
の
一

つ

と
し
て

自
然
葬
を

位
置
づ

け
る

も
の

で

あ

る
。

「

埋

葬
（
土

葬）

文
化
か

ら

火
葬

文
化
へ

」

と
い

う
韓

国
葬
墓

文
化

の

変
容
を、

墓
地
面
積
の

拡
大
に

よ
る

国
土
の

蚕
食
や、

都
市
化
・

核
家

族
化
に

よ
る

墓
の

継
承
の

困
難、

あ
る

い

は
墓
地

不
足
・

火

葬
場
不
足
と

い

っ

た
社

会
問
題
の

観
点
か
ら
取

り
上

げ
る
こ

れ
ら
の

先

行
研

究
に

お
い

て

論
じ
ら
れ
る

「

自
然
葬
」

は、

日
本
に

お
い

て

イ
メ

ー
ジ

さ
れ
る

そ
れ

と

は

か
な

り
の

違
い

を
見
せ
て

い

る
。

　
そ
の

違
い

の

核
心
は
、

「

自
然
環
境

保
護
」

と

い

う
観
点
は

優
先
さ
れ

な
い
、

と

い

う
点
に
あ
る

。

現
代
韓
国
で

は
、

「

国
土
の

効
率
的
な
活
用
」

と

「

死
の

空

間
の
、

生

者
の

生
活
環
境
へ

の

編
入
」

の

た

め
、

自
然
葬
の

た

め

の

場
所
は

ア

ク
セ

ス

に
便
利
で

な
お

か
つ

快
適
な
空
間
で

な
け
れ
ば
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