
コピー厳禁



1 

 

序

論 
二

〇

一

一

年

に

発

生

し

た

東

日

本

大

震

災

は

約

一

八

〇

〇

〇

人

も

の

方

が

亡

く

な

っ

た

。

全

国

か

ら

支

援

が

な

さ

れ

る

中

で

、

浄

土

真

宗

本

寺

派

の

僧

侶

や

門

信

徒

は

、

震

災

初

期

か

ら

被

災

地

に

出

向

き

様

々

な

支

援

を

行

っ

て

い

る

。

ま

た

、

本

願

寺

や

全

国

各

地

に

お

い

て

も

追

悼

法

要

が

営

ま

れ

、

被

災

地

の

人

々

を

受

け

入

れ

被

災

地

の

物

産

販

売

等

を

行

っ

て

い

る

。

私

は

高

校

一

年

で

東

日

本

大

震

災

を

経

験

し

、

高

校

生

の

と

き

か

ら

現

在

に

至

る

ま

で

復

興

支

援

と

い

う

も

の

を

行

っ

て

き

た

。

特

に

大

学

入

学

後

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

Ｎ

Ｐ

Ｏ

活

動

セ

ン

タ

ー

主

催

の

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

で

訪

れ

た

宮

城

県

石

巻

市

の

大

川

小

学

校

の

光

景

は

私

に

と

っ

て

忘

れ

ら

れ

な

い

も

の

で

あ

っ

た

。

私

は

多

く

の

方

々

が

亡

く

な

っ

た

被

災

地

に

立

ち

、

初

め

て

自

然

と

念

仏

を

称

え

さ

せ

て

い

た

だ

く

体

験

を

し

た

。

文

明

は

発

達

し

、

自

然

災

害

に

抗

う

よ

う

に

災

害

対

策

が

講

じ

ら

れ

て

い

く

に

も

拘

わ

ら

ず

、

や

は

り

人

間

に

は

自

然

を

前

に

す

る

と

為

す

術

も

な

い

の

だ

ろ

う

。

で

は

、

大

震

災

を

前

に

し

て

僧

侶

は

何

が

出

来

る

の

だ

ろ

う

か

。

僧

侶

に

社

会

か

ら

ど

の

よ

う

な

役

割

が

求

め

ら

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

私

は

こ

の

「

東

日

本

大

震

災

に

お

け

る

僧

侶

の

役

割

」

と

い

う

題

を

掲

げ

、

大

震

災

に

お

け

る

僧

侶

の

支

援

活

動

、

臨

床

宗

教

師

の

活

動

を

文

献

資

料

や

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

に

よ

っ

て

、

考

察

し

て

い

き

た

い

。 

  

本

論 第

一

章 

東

日

本

大

震

災

で

の

僧

侶

の

役

割 

第

一

節 

仙

台

別

院

の

取

り

組

み 

コピー厳禁コピー厳禁
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こ

の

節

で

は

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

仙

台

別

院(

以

下

仙

台

別

院)

の

取

り

組

み

と

し

て

、

仙

台

別

院

が

立

ち

上

げ

た

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

活

動

を

見

て

い

き

た

い

。

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

は

、

震

災

直

後

の

二

〇

一

一

年

三

月

十

七

日

の

設

置

以

来

の

べ

三

万

六

三

七

名(

二

〇

一

六

年

八

月

三

十

一

日

現

在)

が

利

用

し

て

き

た

。

ま

た

、

今

回

仙

台

別

院

副

輪

番

の

廣

川

明

秀

氏

に

お

会

い

し

て

話

を

伺

う

機

会

を

得

た

。

仙

台

別

院

が

震

災

直

後

か

ら

現

在

に

至

る

ま

で

行

っ

た

活

動

を

廣

川

氏

の

話

を

踏

ま

え

つ

つ

見

て

い

く

。

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

は

、

流

入

物

撤

去

作

業

、

物

資

搬

送

、

茶

話

会

活

動

、

居

室

訪

問

活

動

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

運

営

の

五

点

を

中

心

に

行

っ

て

い

る

。

今

回

は

、

東

日

本

大

震

災

が

発

生

し

た

二

〇

一

一

年

か

ら

時

系

列

的

に

考

察

し

た

い

。 

東

日

本

大

震

災

が

発

生

し

た

二

〇

一

一

年

は

、

主

に

流

入

物

撤

去

作

業

、

読

経

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

設

立

等

が

行

わ

れ

た

。

東

北

教

区

現

地

緊

急

災

害

対

策

本

部

は

、

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

活

動

に

関

す

る

報

告

書

で

流

入

物

撤

去

作

業

と

物

資

搬

送

を

こ

う

記

し

て

い

る

。 

震

災

直

後

よ

り

、

甚

大

な

津

波

被

害

を

受

け

た

寺

院

２

ヶ

寺

で

、

半

年

に

亘

り

、

毎

日

流

入

物

撤

去

作

業

を

お

こ

な

い

、

併

せ

て

岩

手

県

・

宮

城

県

・

福

島

県

沿

岸

部

に

あ

る

個

人

宅

・

公

共

施

設

な

ど

で

も

流

入

物

撤

去

作

業

の

お

手

伝

い

を

行

っ

て

き

ま

し

た

。(

中

略)

震

災

直

後

は

、

全

国

か

ら

届

け

ら

れ

た

支

援

物

資

を

沿

岸

部

地

域

・

自

主

避

難

者

等

へ

物

資

を

お

届

け

し

て

き

ま

し

た

。

1

こ

の

流

入

物

撤

去

作

業

は

震

災

直

後

の

二

〇

一

一

年

か

ら

約

半

年

間

、

物

資

搬

送

は

震

災

直

後

か

ら

二

年

間

行

わ

れ

た

。

廣

川

氏

は

震

災

直

後

流

入

物

撤

去

作

業

と

物

資

搬

送

に

つ

い

て

こ

う

語

っ

た

。 コピー厳禁コピー厳禁
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私

は

、

流

入

物

撤

去

作

業

で

石

巻

市

の

称

法

寺

さ

ん

と

仙

台

市

宮

城

野

区

の

専

能

寺

さ

ん

に

入

ら

せ

て

い

た

だ

い

た

。

称

法

寺

さ

ん

に

出

向

い

た

際

、

津

波

の

被

害

と

威

力

、

強

烈

な

に

お

い

を

感

じ

た

。

称

法

寺

さ

ん

の

場

合

、

製

紙

工

場

が

近

く

に

あ

り

本

堂

が

製

紙

ま

み

れ

だ

っ

た

。

作

業

は

、

本

堂

の

床

を

は

い

で

ド

ロ

ド

ロ

の

製

紙

を

取

り

除

い

た

の

を

覚

え

て

い

る

。

僧

侶

、

個

人

と

し

て

ど

こ

ま

で

で

き

る

の

か

分

か

ら

な

い

状

況

の

中

、

毎

日

パ

ニ

ッ

ク

だ

っ

た

。

2 

廣

川

氏

に

よ

る

と

、
震

災

の

あ

っ

た

三

月

十

一

日

は

、
仙

台

別

院

と

し

て

墓

地

の

状

況

確

認

、
門

徒

さ

ん

及

び

職

員

の

安

否

確

認

、

本

山

へ

の

連

絡

等

を

行

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

ま

た

、

仙

台

別

院

の

水

道

が

幸

い

に

も

使

え

た

こ

と

も

あ

り

、

他

所

か

ら

の

支

援

を

受

け

な

が

ら

炊

き

出

し

の

提

供

を

し

た

。

だ

が

、

震

災

直

後

動

乱

期

に

聞

法

に

訪

れ

た

門

信

徒

は

い

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

私

は

、

動

乱

期

に

聞

法

等

を

求

め

る

門

信

徒

が

い

な

か

っ

た

こ

と

に

驚

い

た

。

そ

れ

は

、

人

間

の

力

で

は

ど

う

に

も

及

ば

な

い

出

来

事

に

遭

遇

す

る

と

人

間

は

何

か

に

す

が

ら

ず

に

は

い

ら

れ

な

い

だ

ろ

う

と

考

え

て

い

た

か

ら

だ

。

僧

侶

た

ち

の

活

動

は

門

信

徒

に

ど

の

よ

う

に

写

っ

た

の

か

。

今

回

の

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

で

、

仙

台

別

院

職

員

で

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

仙

台

別

院

門

徒

の

Ｈ

氏

か

ら

話

を

伺

う

こ

と

が

で

き

た

。

Ｈ

氏

は

僧

侶

の

活

動

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。 

震

災

直

後

、

僧

侶

は

肉

体

労

働

と

読

経

の

二

手

に

分

か

れ

て

活

動

さ

れ

て

い

た

。

私

は

、

瓦

礫

を

撤

去

し

て

く

だ

さ

る

僧

侶

に

感

動

し

て

前

向

き

な

気

持

ち

を

も

ら

っ

た

。

今

は

落

ち

着

き

つ

つ

あ

る

の

で

、

話

を

聴

い

て

も

ら

い

た

い

。

僧

侶

だ

か

ら

話

せ

る

話

も

あ

る

の

で

継

続

的

に

関

わ

り

、

仮

設

や

避

難

所

に

声

か

け

し

て

も

ら

い

た

い

。

3 

震

災

直

後

か

ら

半

年

間

、

僧

侶

は

読

経

と

肉

体

を

使

う

活

動

を

中

心

に

行

い

、

近

頃

は

住

民

の

精

神

的

な

ケ

ア

に

移

行

し

て

き

て

い

る

よ

う

だ

。

住

民

に

関

す

る

情

報

を

社

会

福

祉

協

議

会

等

と

共

有

す

る

動

き

も

進

ん

で

い

る

。

僧

侶

は

ま

さ

に

苦

し

み

を

抱

え

る

コピー厳禁コピー厳禁
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人

々

と

そ

の

声

を

基

に

活

動

を

す

る

行

政

と

の

潤

滑

油

の

よ

う

な

役

割

が

で

き

る

と

私

は

考

え

る

。 
次

に

お

茶

会

活

動

と

居

室

訪

問

活

動

を

見

て

い

く

。

お

茶

会

活

動

の

実

践

内

容

は

、

こ

の

後

に

書

く

第

四

節

で

明

ら

か

に

す

る

。

こ

の

節

で

は

サ

ロ

ン

活

動

等

を

中

心

に

整

理

し

た

い

。

東

北

教

区

現

地

緊

急

災

害

対

策

本

部

は

、

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

は

先

出

の

報

告

書

で

お

茶

会

活

動

を

こ

う

記

し

て

い

る

。 

地

域

自

立

支

援

の

一

環

と

し

て

、

２

０

１

１

年

６

月

よ

り

名

取

市

の

仮

設

住

宅

な

ど

を

中

心

に

６

カ

所

の

仮

設

住

宅

に

お

い

て

お

茶

会

を

行

っ

て

い

ま

す

。

現

在

は

、

仮

設

住

宅

だ

け

で

は

な

く

、

借

り

上

げ

住

宅

・

自

主

避

難

者

な

ど

を

対

象

に

仙

台

別

院

教

化

セ

ン

タ

ー

を

会

場

と

し

た

サ

ロ

ン

活

動

や

公

民

館

な

ど

で

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

づ

く

り

の

お

手

伝

い

を

行

っ

て

い

ま

す

。

4 

こ

の

よ

う

な

活

動

を

行

う

と

被

災

さ

れ

た

方

に

ど

ん

な

変

化

が

起

こ

る

の

だ

ろ

う

か

。

龍

谷

大

学

の

鍋

島

直

樹

氏

は

『

死

別

の

悲

し

み

と

生

き

る

ー

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

ー

』

に

て

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

同

じ

境

遇

に

あ

る

者

同

士

で

体

験

を

語

り

合

っ

た

り

、

一

緒

に

過

ご

し

た

り

す

る

と

、

言

葉

を

超

え

た

つ

な

が

り

を

感

じ

て

、

安

ら

ぐ

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

5 

つ

ま

り

、

悲

し

み

の

感

情

を

共

感

す

る

こ

と

が

、

自

分

の

思

い

を

打

ち

明

け

や

す

い

状

況

を

創

り

出

し

て

い

る

。

借

り

上

げ

住

宅

や

見

な

し

仮

設

と

呼

ば

れ

る

空

き

ア

パ

ー

ト

等

を

活

用

し

た

仮

設

住

宅

は

、

通

常

の

も

の

と

比

べ

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

手

が

届

き

に

く

い

そ

う

だ

。

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

が

支

援

不

足

の

所

に

介

入

し

、

そ

こ

の

住

民

が

日

々

の

安

寧

を

取

り

戻

す

一

助

を

担

っ

て

い

る

。

ま

た

、

こ

れ

ら

の

活

動

に

は

必

ず

僧

侶

を

派

遣

し

て

い

る

。

住

民

同

士

が

思

い

を

吐

き

出

し

悲

し

み

の

感

情

を

と

も

に

整

理

し

て

い

る

。

ま

た

、

同

報

告

書

は

居

室

訪

問

活

動

を

こ

う

記

し

て

い

る

。 

コピー厳禁コピー厳禁
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仮

設

住

宅

で

の

お

茶

会

や

行

事

な

ど

に

参

加

さ

れ

な

い

方

々

を

対

象

に

居

室

訪

問

を

行

い

、

心

の

ケ

ア

活

動

を

行

っ

て

い

ま

す

。

人

に

会

い

た

く

な

い

・

話

し

た

く

な

い

と

部

屋

に

閉

じ

こ

も

り

が

ち

な

方

々

の

悲

し

み

・

苦

し

み

の

思

い

を

聞

き

、

少

し

で

も

そ

の

痛

み

が

和

ら

ぐ

よ

う

つ

と

め

て

い

ま

す

。

こ

れ

ま

で

ス

タ

ッ

フ

養

成

の

た

め

、

居

室

訪

問

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

養

成

講

座

を

仙

台

市

・

陸

前

高

田

市

・

大

船

渡

市

で

１

４

回

開

催

し

、

１

６

７

名

の

方

が

受

講

さ

れ

、

活

動

在

籍

者

５

２

名

と

相

談

員

１

３

名

が

居

室

訪

問

活

動

を

行

っ

て

い

ま

す

。

6 

こ

の

二

つ

の

活

動

に

共

通

し

て

言

え

る

の

は

、

被

災

さ

れ

た

方

へ

の

心

の

支

援

で

あ

る

。

震

災

で

薄

れ

か

け

て

い

た

日

常

を

お

茶

会

と

い

う

気

軽

に

参

加

で

き

る

場

で

つ

な

ぎ

止

め

て

い

る

の

で

あ

る

。

ま

た

心

の

整

理

が

付

か

な

い

方

が

、

社

会

と

の

つ

な

が

り

を

失

わ

な

い

よ

う

仮

設

住

宅

に

出

向

い

て

い

る

と

分

か

る

。

居

室

訪

問

活

動

の

理

念

と

意

義

に

つ

い

て

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

総

合

研

究

所

職

員

の

金

澤

豊

氏

は

、
『

大

法

輪

』

二

〇

一

五

年

五

月

号

に

て

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

目

的

は

「

死

に

た

い

ほ

ど

の

苦

悩

を

抱

え

た

方

の

苦

悩

を

和

ら

げ

る

」

こ

と

。

方

法

は

「

個

別

面

談

に

よ

っ

て

、

苦

悩

に

ま

つ

わ

る

気

持

ち

を

て

い

ね

い

に

受

け

取

る

」

こ

と

。

対

象

は

「

仮

設

住

宅

に

お

住

ま

い

の

方

の

中

で

も

、

死

に

た

い

ほ

ど

の

苦

悩

を

抱

え

た

方

」
。(

中

略)

少

し

前

ま

で

知

ら

な

い

者

同

士

が

、

思

い

を

共

有

す

る

こ

と

で

気

持

ち

が

触

れ

合

い

、

あ

た

た

か

い

関

係

に

な

る

。

こ

こ

に

居

室

訪

問

活

動

の

意

義

が

見

出

さ

れ

た

よ

う

に

思

う

。

7 

廣

川

氏

は

、

仙

台

別

院

の

取

り

組

み

と

し

て

サ

ロ

ン

活

動

と

福

島

県

内

で

の

活

動

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。 

サ

ロ

ン

活

動

は

、

同

郷

の

方

が

再

会

で

き

る

場

と

し

て

提

供

さ

せ

て

い

た

だ

い

て

い

る

。

こ

の

活

動

で

は

法

話

を

さ

せ

て

い

た

だ

く

機

会

が

あ

り

、

こ

の

ご

縁

を

き

っ

か

け

に

本

願

寺

の

団

体

参

拝

に

参

加

し

て

く

だ

さ

る

方

も

い

ら

っ

し

ゃ

る

。

ま

た

、

二

コピー厳禁コピー厳禁
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〇

一

二

年

二

月

十

三

日

に

は

福

島

県

復

興

支

援

宗

務

事

務

所

が

開

所

し

た

。

こ

こ

で

は

福

島

北

組

が

主

催

す

る

法

話

会

が

毎

月

十

五

日

の

夜

六

時

か

ら

行

わ

れ

て

い

る

。

8 

サ

ロ

ン

活

動

に

は

、

仮

設

住

宅

団

地

の

依

頼

に

よ

り

活

動

す

る

出

張

型

と

仙

台

別

院

教

化

セ

ン

タ

ー

に

住

民

を

招

く

招

待

型

の

二

種

類

が

あ

る

。
寺

院

は

古

く

か

ら

地

域

社

会

の

つ

な

が

り

を

築

く

基

盤

で

あ

り

、
僧

侶

は

そ

の

ご

縁

を

橋

渡

し

す

る

存

在

で

あ

っ

た

。

そ

の

特

色

を

生

か

し

、

歓

び

と

社

会

と

の

関

係

づ

く

り

の

場

を

創

り

出

す

役

割

が

僧

侶

に

は

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

現

在

、

仙

台

別

院

お

よ

び

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

が

行

う

活

動

は

、

主

に

お

茶

会

活

動

と

居

室

訪

問

活

動

で

あ

る

。

震

災

後

一

年

か

ら

三

年

に

か

け

て

安

芸

教

区

が

、

菊

や

御

本

尊

等

を

届

け

る

等

、

震

災

後

数

年

は

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

を

は

じ

め

宮

城

県

外

か

ら

の

支

援

が

あ

っ

た

が

、

年

々

減

少

の

傾

向

に

あ

る

。

こ

れ

は

東

北

地

方

の

復

興

と

震

災

記

憶

の

風

化

が

進

ん

で

い

る

こ

と

を

意

味

す

る

。

私

は

大

学

二

回

生

か

ら

毎

年

宮

城

県

を

訪

れ

て

い

る

が

、

訪

れ

る

度

に

街

が

整

備

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

。

し

か

し

、

街

の

復

興

は

進

ん

で

も

心

の

復

興

は

進

ん

で

い

な

い

現

実

が

あ

る

。

だ

か

ら

僧

侶

と

し

て

、

一

個

人

と

し

て

、

被

災

さ

れ

た

方

へ

ど

ん

な

言

葉

を

届

け

て

よ

い

の

か

分

か

ら

な

い

。

た

だ

、

一

つ

で

き

る

こ

と

が

あ

る

な

ら

ば

、

こ

の

震

災

を

決

し

て

忘

れ

な

い

こ

と

と

未

来

へ

伝

え

て

い

く

こ

と

だ

と

私

は

考

え

る

。 

 

第

二

節 

被

災

寺

院

、

専

能

寺

か

ら

考

察

す

る

僧

侶

の

役

割 

こ

の

節

で

は

、

東

日

本

大

震

災

で

被

災

し

た

各

寺

院

の

取

り

組

み

を

通

じ

て

僧

侶

の

役

割

を

考

え

て

い

き

た

い

。

専

能

寺

は

、

宮

城

県

仙

台

市

蒲

生

に

存

在

す

る

寺

院

で

海

か

ら

二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

離

れ

た

所

に

あ

り

、

開

寺

四

〇

〇

年

を

超

す

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

コピー厳禁コピー厳禁
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の

寺

院

で

あ

る

。

三

月

十

一

日

に

高

さ

二

メ

ー

ト

ル

を

超

す

津

波

が

本

堂

と

庫

裡

を

襲

い

、

室

内

は

流

入

物

で

荒

れ

果

て

て

い

た

。

今

回

は

専

能

寺

の

住

職

で

あ

る

足

利

一

之

氏

と

同

坊

守

の

足

利

由

美

氏

に

お

会

い

し

て

話

を

伺

う

機

会

を

得

た

。

そ

の

面

会

で

専

能

寺

住

職

の

足

利

一

之

氏

は

、

震

災

直

後

の

こ

と

を

こ

う

語

っ

た

。 

震

災

直

後

は

、

専

能

寺

に

ま

つ

わ

る

デ

マ

情

報

が

多

く

流

れ

た

。

そ

の

た

め

ブ

ロ

グ

を

開

設

し

、

正

し

い

専

能

寺

の

状

況

を

流

し

た

。

正

し

い

情

報

は

津

波

の

被

害

を

受

け

て

い

る

人

が

一

番

知

ら

な

い

。

翌

日

か

ら

私

と

坊

守

は

二

〇

一

一

年

十

月

二

十

二

日

ま

で

連

日

葬

儀

を

執

り

行

っ

た

。

震

災

の

影

響

に

よ

り

、

寺

や

火

葬

場

が

麻

痺

し

葬

儀

を

山

形

県

で

出

す

こ

と

も

あ

っ

た

。

だ

が

、

若

林

仏

具

店

が

震

災

の

七

日

後

に

専

能

寺

入

り

し

、

内

陣

清

掃

を

行

っ

て

く

れ

た

こ

と

は

有

り

難

か

っ

た

。

ま

た

、

北

海

道

教

区

や

九

州

各

教

区

が

が

れ

き

撤

去

を

し

て

く

れ

た

こ

と

も

感

謝

で

あ

る

。

お

寺

の

作

業

を

お

寺

の

者

が

し

て

く

れ

た

の

で

復

興

を

早

く

す

る

こ

と

が

で

き

た

。
9 

専

能

寺

は

、

本

願

寺

新

報

を

は

じ

め

多

く

の

メ

デ

ィ

ア

に

取

り

上

げ

ら

れ

る

機

会

が

多

か

っ

た

。

ゆ

え

に

、

多

く

の

支

援

を

受

け

ら

れ

た

反

面

、

情

報

に

振

り

回

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

ご

住

職

は

、

寺

族

が

寺

院

の

復

旧

活

動

を

行

う

大

切

さ

を

話

し

て

い

た

。

お

寺

を

よ

く

知

る

寺

族

も

し

く

は

僧

侶

が

活

動

を

行

う

こ

と

で

、

被

災

寺

院

の

僧

侶

の

負

担

軽

減

や

門

信

徒

へ

活

力

を

提

供

で

き

る

の

で

は

な

い

か

。 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

北

海

道

教

区

が

発

行

し

た

『

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

』

で

は

、

震

災

直

後

の

三

月

二

十

日

と

二

十

四

日

の

様

子

を

こ

う

記

し

て

い

る

。 

岡

田

小

学

校

近

く

の

総

代

の

家

に

住

職

が

避

難

中

と

の

張

り

紙

を

見

て

、

訪

問

。

避

難

中

の

住

職

と

と

も

に

、

お

仏

壇

の

前

に

コピー厳禁コピー厳禁
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て

読

経

。(

中

略)

無

力

感

を

覚

え

な

が

ら

も

専

能

寺

総

代

の

お

仏

壇

に

て

の

読

経

に

、

我

々

も

被

災

の

人

々

も

ほ

っ

と

す

る

場

面

を

経

験

。

手

を

合

わ

せ

る

場

所

の

重

要

性

を

再

確

認

し

た

。

専

能

寺

を

い

ち

早

く

復

興

し

、

そ

こ

を

中

心

に

地

域

復

興

の

手

伝

い

を

す

る

事

。
気

持

ち

が

疲

れ

た

と

き

に

こ

そ

、
復

興

さ

れ

た

本

堂

が

あ

る

こ

と

の

意

味

の

大

き

さ

を

、
今

更

な

が

ら

想

う

。

ご

住

職

が

ひ

と

つ

の

夢

を

お

話

し

下

さ

っ

た

。
「

毎

月

１

３

日

が

お

寺

の

常

例

法

座

。

今

月

は

無

理

だ

っ

た

が

、

４

月

に

は

ご

法

座

を

再

開

さ

せ

た

い

」

と

の

意

向

を

受

け

、

来

月

１

３

日

を

一

つ

の

目

標

に

、

お

寺

を

復

興

さ

せ

、

新

た

な

地

域

住

民

の

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ス

ペ

ー

ス

と

し

て

、

常

例

法

座

を

開

座

に

む

け

て

の

お

手

伝

い

を

計

画

。

1
0 

四

月

十

三

日

の

常

例

法

座

に

向

け

、

北

海

道

教

区

の

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

や

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

の

先

遣

隊

な

ど

が

土

方

作

業

を

行

っ

た

。

こ

れ

は

、

た

だ

専

能

寺

で

法

座

を

再

開

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

専

能

寺

が

常

例

法

座

を

再

開

す

る

こ

と

で

、

地

域

社

会

の

復

興

へ

の

架

け

橋

に

繋

げ

る

と

い

う

気

持

ち

が

あ

っ

た

。 

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

で

は

四

月

十

三

日

を

迎

え

た

専

能

寺

の

様

子

を

こ

う

記

し

て

い

る

。 

本

堂

は

、
柱

や

外

壁

の

損

傷

が

か

な

り

激

し

く

危

険

な

た

め

、
青

い

ビ

ニ

ー

ル

を

敷

い

た

会

館

を

法

座

会

場

に

仕

立

て

ま

し

た

。

午

前

１

１

時
『

真

宗

宗

歌

』
の

斉

唱

で

始

ま

り

ま

し

た

が

、
そ

の

時

か

ら

会

場

の

あ

ち

こ

ち

で

涙

を

拭

う

姿

が

み

ら

れ

ま

し

た

。

(

中

略)

阿

弥

陀

様

を

中

心

に

専

能

寺

を

復

興

し

て

い

く

こ

と

が

、

必

ず

や

自

分

自

身

の

心

の

復

興

に

も

繋

が

っ

て

い

く

と

い

う

こ

と

。(

中

略)

こ

の

一

カ

月

間

、

無

我

夢

中

に

過

ご

し

て

き

た

こ

と

。

多

く

の

ご

門

徒

の

葬

儀

を

住

職

と

し

て

出

来

な

か

っ

た

無

念

さ

。

北

海

道

を

は

じ

め

全

国

の

様

々

な

方

の

行

動

力

に

励

ま

さ

れ

た

こ

と

。(

中

略)

足

利

住

職

は

「

津

波

に

流

さ

れ

た

方

は

家

族

の

こ

と

を

心

配

し

な

が

ら

亡

く

な

っ

て

い

っ

た

は

ず

。
生

き

残

っ

た

私

た

ち

は

、
前

を

向

か

な

く

て

は

」
と

涙

を

抑

え

、

コピー厳禁コピー厳禁
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咽

ぶ

む

声

で

、

静

か

に

又

力

強

く

語

り

か

け

た

ご

法

話

で

あ

り

ま

し

た

。

1
1 

ご

住

職

と

坊

守

様

か

ら

当

時

の

話

を

伺

う

と

、

次

の

よ

う

に

語

ら

れ

た

。 
多

く

の

方

々

の

ご

支

援

の

お

か

げ

で

、

私

た

ち

は

安

心

し

て

悲

し

み

の

現

場

に

寄

り

添

う

こ

と

が

で

き

た

。

こ

の

常

例

法

座

の

開

催

を

き

っ

か

け

に

、

六

月

一

九

日

に

は

合

同

葬

儀

を

執

り

行

わ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

ま

た

、

報

恩

講

を

目

処

に

お

寺

を

復

興

さ

せ

よ

う

と

い

う

動

き

が

生

ま

れ

た

。

現

在

で

は

、

毎

年

三

月

十

一

日

の

十

三

時

か

ら

追

悼

法

要

を

行

わ

せ

て

い

た

だ

い

て

お

り

、

こ

れ

か

ら

も

こ

の

ご

縁

を

繋

げ

て

い

き

た

い

。

1
2 

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

は

、

十

一

月

十

四

日

と

十

五

日

に

執

り

行

わ

れ

た

専

能

寺

報

恩

講

に

つ

い

て

こ

う

記

し

て

い

る

。 

進

入

物

の

撤

去

作

業

を

し

て

い

た

四

月

の

共

同

作

業

と

は

違

っ

て

、
「

み

ん

な

が

集

ま

る

寺

」

に

な

っ

て

き

て

い

る

こ

と

を

実

感

し

、

本

堂

と

門

信

徒

会

館

に

ジ

ュ

ー

タ

ン

が

敷

か

れ

て

、

そ

こ

に

座

っ

て

ワ

イ

ワ

イ

お

し

ゃ

べ

り

し

て

い

る

門

信

徒

の

姿

こ

そ

が

「

お

ら

ほ

の

寺

」

を

慶

ぶ

姿

で

あ

り

ま

し

た

。

1
3 

震

災

か

ら

約

五

年

と

十

ヶ

月

が

経

過

し

た

現

在

、

専

能

寺

で

は

二

階

堂

和

美

氏

の

コ

ン

サ

ー

ト

を

行

う

等

、

精

力

的

に

活

動

し

て

い

る

。

今

、

専

能

寺

は

お

寺

に

人

が

集

ま

る

よ

う

に

工

夫

し

、

失

い

か

け

た

地

域

と

お

寺

の

つ

な

が

り

を

再

築

し

て

い

る

。

ご

住

職

は

、

寺

院

と

僧

侶

の

在

り

方

に

つ

い

て

こ

う

話

し

て

く

だ

さ

っ

た

。 

私

た

ち

は

、

地

域

の

復

興

は

お

寺

か

ら

と

考

え

て

お

り

、

ま

ず

お

寺

を

元

通

り

に

し

よ

う

と

い

う

気

持

ち

で

や

っ

て

い

る

。

門

徒

さ

ん

は

家

族

と

同

じ

存

在

だ

。

そ

ん

な

家

族

が

バ

ラ

バ

ラ

に

な

ら

な

い

よ

う

に

、

災

害

時

は

門

徒

さ

ん

に

関

す

る

情

報

収

集

を

怠

っ

て

は

な

ら

な

い

。

一

度

仮

設

住

宅

に

門

徒

さ

ん

が

入

っ

て

し

ま

う

と

つ

な

が

り

が

見

え

な

く

な

っ

て

し

ま

う

か

ら

だ

。

コピー厳禁コピー厳禁
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1
4 

こ

こ

ま

で

、

被

災

地

に

お

け

る

寺

院

と

僧

侶

が

果

た

す

役

割

を

専

能

寺

よ

り

見

て

き

た

。

震

災

後

に

地

域

と

の

結

び

つ

き

を

一

層

高

め

た

寺

院

は

専

能

寺

だ

け

で

は

な

い

。

例

え

ば

、

宮

城

県

気

仙

沼

市

の

臨

済

宗

地

福

寺

町

等

が

あ

る

。

寺

院

を

広

く

開

放

し

、

避

難

所

や

公

民

館

の

機

能

性

を

兼

ね

備

え

て

い

る

。

東

北

地

方

で

は

、

僧

侶

を

「

お

っ

さ

っ

ん

」

と

親

し

み

と

敬

意

を

込

め

て

呼

ぶ

文

化

が

あ

る

。

寺

院

は

、

人

々

が

僧

侶

を

含

め

安

心

し

て

過

ご

せ

る

日

常

の

一

部

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

僧

侶

は

寺

院

を

復

旧

さ

せ

る

こ

と

で

、

門

信

徒

た

ち

に

日

常

の

安

心

で

き

る

場

所

を

提

供

す

る

役

割

が

あ

る

と

私

は

考

え

る

。 

 

第

三

節 

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶

の

活

動 

前

節

で

は

、

被

災

寺

院

が

取

り

組

ん

で

き

た

活

動

に

つ

い

て

述

べ

て

き

た

。

こ

の

節

で

は

、

震

災

後

被

災

地

で

活

動

を

行

っ

た

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶

の

活

動

に

焦

点

を

当

て

て

見

て

い

き

た

い

。

ま

た

、

今

回

は

曹

洞

宗

普

門

寺

の

副

住

職

で

あ

る

高

橋

悦

堂

氏

に

、

震

災

直

後

の

僧

侶

の

活

動

及

び

臨

床

宗

教

師

に

つ

い

て

お

会

い

し

て

話

を

伺

う

機

会

を

得

た

。

高

橋

悦

堂

氏

は

、

震

災

直

後

か

ら

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶

と

し

て

活

動

し

、

現

在

は

臨

床

宗

教

師

を

行

っ

て

い

る

。

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶

は

、

被

災

地

に

お

い

て

「

読

経

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

」

や

「

仮

設

住

宅

訪

問

活

動

」

な

ど

の

復

興

支

援

に

た

ず

さ

わ

っ

て

い

る

僧

侶

を

意

味

す

る

。

本

論

文

で

は

、

特

に

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

僧

侶

と

曹

洞

宗

普

門

寺

の

住

職

で

あ

る

高

橋

悦

堂

氏

を

中

心

に

考

察

す

る

。

ま

ず

、

金

澤

豊

氏

と

安

部

智

海

氏

の

二

人

の

本

願

寺

派

僧

侶

の

活

動

か

ら

、

僧

侶

の

役

割

を

考

え

て

い

く

。

藤

丸

智

雄

著

『

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶

』

に

よ

る

と

、

僧

侶

の

仮

設

住

宅

訪

問

活

動

に

つ

い

て

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

コピー厳禁コピー厳禁
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二

人

の

僧

侶

の

活

動

は

、

一

般

に

は｢

傾

聴｣

と

呼

ば

れ

て

い

る

も

の

だ

。(

中

略)

ど

ん

な

話

で

も

よ

い

が

、

感

情

を

受

け

止

め

る

た

め

に

「

聴

く

」

こ

と

に

徹

す

る

。(

中

略)

言

葉

や

し

ぐ

さ

の

向

こ

う

側

に

あ

る

感

情

を

、

き

ち

ん

と

、

ゆ

っ

く

り

と

受

け

止

め

て

い

く

。

必

要

な

の

は

、

上

か

ら

下

へ

の

指

示

や

注

意

、

励

ま

し

で

は

な

く

、

言

葉

と

一

緒

に

こ

ぼ

れ

て

く

る

感

情

を

そ

ば

に

い

て

受

け

止

め

る

こ

と

だ

。

相

手

が

聴

い

て

欲

し

い

と

思

っ

て

い

る

と

き

に

は

、

逃

げ

ず

に

、

じ

っ

と

聴

く

こ

と

に

徹

す

る

こ

と

を

心

が

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
「

聴

く

」

は

、

決

し

て

特

別

な

行

為

で

は

な

い

。

1
5 

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

と

し

て

の

僧

侶

が

被

災

地

で

訪

問

活

動

を

行

う

際

に

重

要

な

点

は

布

教

す

る

こ

と

で

は

な

い

。

ま

ず

被

災

さ

れ

た

方

々

の

感

情

を

受

け

止

め

る

こ

と

で

あ

る

。

被

災

さ

れ

た

方

々

が

喜

怒

哀

楽

を

安

心

し

て

口

に

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

が

、

彼

ら

に

と

っ

て

一

番

の

薬

で

は

な

い

か

。

金

澤

豊

氏

は

河

北

新

報

社

編

集

局

編

『

挽

歌

の

宛

先

』

に

て

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

気

持

ち

が

揺

さ

ぶ

ら

れ

た

り

す

る

わ

け

だ

か

ら

。

自

分

の

考

え

や

価

値

判

断

は

一

切

持

ち

出

さ

ず

受

け

止

め

る

」(

中

略)

で

も

目

撃

談

を

語

っ

て

く

れ

る

人

の

表

情

は

印

象

的

だ

。

怖

が

る

の

で

は

な

く

、

慈

し

む

よ

う

。(

中

略)

「

死

者

の

声

を

封

じ

込

め

て

は

い

け

な

い

。

亡

き

人

の

存

在

を

縁

と

し

て

生

き

る

、

残

さ

れ

た

人

た

ち

の

言

葉

を

聞

く

」
。

少

し

で

も

心

を

ほ

ぐ

せ

れ

ば

と

玄

関

の

ベ

ル

を

鳴

ら

す

。

1
6 

被

災

さ

れ

た

方

々

は

、

大

切

な

人

を

失

っ

て

い

る

。

僧

侶

は

、

彼

ら

の

気

持

ち

を

推

し

量

り

な

が

ら

も

故

人

の

存

在

を

優

し

さ

や

生

き

る

力

へ

と

変

換

し

て

い

く

手

助

け

を

す

る

役

割

が

あ

る

。

次

は

、

曹

洞

宗

普

門

寺

の

副

住

職

で

あ

る

高

橋

悦

堂

氏

へ

の

面

談

調

査

を

通

し

て

震

災

直

後

か

ら

僧

侶

は

ど

の

よ

う

な

役

割

を

果

た

し

て

き

た

の

か

を

見

て

い

き

た

い

。 

震

災

直

後

の

三

月

二

〇

日

よ

り

市

内

の

曹

洞

宗

寺

院

の

僧

侶

に

働

き

か

け

読

経

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

を

開

始

し

た

。

こ

れ

が

震

災

後

コピー厳禁コピー厳禁
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に

行

っ

た

最

初

の

活

動

で

あ

り

、

八

月

五

日

ま

で

五

ヶ

月

弱

毎

日

続

け

た

。

霊

柩

車

は

足

り

ず

、

軽

ト

ラ

や

ペ

リ

カ

ン

便

で

ご

遺

体

を

火

葬

場

等

に

運

ん

で

い

た

。

あ

る

時

、

小

学

五

年

生

の

娘

さ

ん

と

そ

の

お

友

だ

ち

を

津

波

で

亡

く

さ

れ

た

お

父

さ

ん

が

読

経

を

依

頼

さ

れ

た

。

読

経

後

、

お

父

さ

ん

が

お

っ

し

ゃ

っ

た

「

拝

ん

で

も

ら

っ

て

安

心

し

た

。
」

と

い

う

言

葉

が

印

象

に

残

っ

て

い

る

。

こ

の

ご

縁

を

通

し

て

お

坊

さ

ん

に

は

、

人

を

供

養

し

て

穏

や

か

に

す

る

力

が

あ

り

、

読

経

に

は

安

心

感

を

与

え

る

力

が

あ

る

と

気

づ

か

さ

れ

た

。

僧

侶

に

は

供

養

、

読

経

を

行

う

役

割

が

あ

る

。

人

間

の

力

で

は

及

ば

な

い

も

の

は

多

々

あ

る

。

そ

ん

な

日

々

の

中

で

と

も

に

活

動

を

行

う

僧

侶

の

金

田

諦

應

は

、
「

自

然

は

花

を

咲

か

し

全

て

を

奪

う

が

そ

の

善

し

悪

し

を

決

め

て

い

る

の

は

人

間

だ

。
」

と

私

に

伝

え

て

く

れ

た

。

観

音

さ

ま

の

教

え

に

は

「

悲

し

み

を

知

る

か

ら

慈

し

み

を

知

る

」

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

こ

こ

数

年

は

、

悲

し

み

を

助

け

る

慈

し

み

に

変

え

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

る

。

1
7 

今

回

、

高

橋

悦

堂

氏

と

面

談

す

る

中

で

気

づ

い

た

こ

と

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

そ

の

時

々

に

応

じ

て

一

人

の

人

間

と

し

て

で

き

る

全

て

を

勤

め

さ

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

だ

。

震

災

直

後

、

読

経

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

を

始

め

多

く

の

僧

侶

が

被

災

地

で

そ

れ

ぞ

れ

が

で

き

る

支

援

活

動

を

行

っ

た

。
今

回

の

東

日

本

大

震

災

が

私

た

ち

に

気

づ

か

せ

た

こ

と

は

、「

大

事

な

人

を

失

う

悲

し

み

、
苦

し

み

は

い

つ

訪

れ

る

か

分

か

ら

な

い

」

と

い

う

も

の

だ

。

そ

れ

は

、

日

々

の

う

れ

し

さ

、

楽

し

さ

の

絶

頂

に

い

る

と

き

に

や

っ

て

く

る

こ

と

も

あ

る

。

そ

ん

な

時

、

ど

ん

な

有

難

い

教

え

よ

り

、

そ

っ

と

話

を

聴

く

こ

と

が

相

手

に

と

っ

て

何

よ

り

う

れ

し

い

も

の

で

あ

る

。

結

局

、

何

か

を

し

て

や

ろ

う

と

い

う

気

持

ち

が

入

り

込

ん

で

し

ま

う

と

相

手

の

苦

し

み

に

寄

り

添

う

関

係

な

ど

成

立

し

な

い

。

つ

ま

り

傾

聴

と

は

実

に

繊

細

で

難

し

い

の

で

あ

る

。

本

当

の

正

解

は

苦

し

み

の

中

に

い

る

人

に

し

か

分

か

ら

な

い

。

だ

か

ら

、

つ

ら

い

と

き

に

相

手

が

発

し

て

く

れ

た

Ｓ

Ｏ

Ｓ

を

見

逃

さ

な

い

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

私

は

今

回

の

東

北

地

方

で

の

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

を

ど

こ

コピー厳禁コピー厳禁
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か

軽

く

見

る

部

分

が

あ

っ

た

。

何

度

か

東

北

地

方

に

足

を

運

ぶ

中

で

、

被

災

さ

れ

た

方

々

の

気

持

ち

を

理

解

し

た

つ

も

り

で

い

た

。 
現

在

、

高

橋

悦

堂

氏

は

現

在

宮

城

県

栗

原

市

内

で

カ

フ

ェ･

デ･

モ

ン

ク

と

い

う

宗

教

者

に

よ

る

傾

聴

移

動

喫

茶

を

行

っ

て

い

る

。

主

に

仮

設

住

宅

の

住

民

が

発

す

る

悩

み

や

苦

し

み

を

宗

教

者

が

傾

聴

し

、

そ

の

気

持

ち

に

向

き

合

い

続

け

て

い

る

。

ま

た

こ

の

活

動

は

、

Ｆ

Ｍ

仙

台

に

て

「

ラ

ジ

オ

カ

フ

ェ･

デ･

モ

ン

ク

」

と

し

て

放

送

さ

れ

て

い

た

。

僧

侶

も

現

実

を

目

の

当

た

り

に

す

る

と

悩

む

。

正

解

の

分

か

ら

な

い

問

い

と

向

き

合

う

か

ら

こ

そ

、

僧

侶

を

は

じ

め

宗

教

者

一

人

一

人

が

真

摯

に

傾

聴

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

が

、

難

し

く

も

や

り

甲

斐

の

あ

る

活

動

だ

と

私

は

考

え

る

。 

 

第

四

節 

宮

城

県

名

取

市

で

の

浄

土

真

宗

の

茶

話

会

活

動

に

参

加

し

て 

私

は

二

〇

一

六

年

十

月

二

十

五

日

と

二

十

六

日

の

二

日

間

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

仙

台

別

院

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

(

以

下

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー)

が

行

っ

て

い

る

茶

話

会

活

動

に

参

加

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

は

、

二

〇

一

一

年

三

月

十

七

日

の

開

設

よ

り

今

日

に

至

る

ま

で

東

日

本

大

震

災

の

被

災

地

で

あ

る

宮

城

県

を

中

心

に

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

受

け

入

れ

、

活

動

を

行

っ

て

い

る

。

現

在

で

は

、

茶

話

会

活

動

を

中

心

に

居

室

訪

問

活

動

等

を

行

う

。

こ

の

節

で

は

、

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

で

訪

問

し

た

仮

設

住

宅

及

び

集

会

所

で

伺

っ

た

住

民

の

方

々

の

話

や

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

職

員

さ

ん

と

の

面

談

よ

り

僧

侶

の

役

割

を

見

て

い

き

た

い

。 

ま

ず

、

仮

設

住

宅

に

暮

ら

す

Ａ

さ

ん

は

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

が

行

う

茶

話

会

活

動

に

つ

い

て

こ

う

述

べ

て

い

た

。 

仮

設

住

宅

の

住

民

は

元

の

地

域

が

同

じ

で

あ

り

、

お

互

い

が

顔

見

知

り

の

た

め

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

図

る

の

は

難

し

か

っ

コピー厳禁コピー厳禁
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た

。

だ

か

ら

生

活

に

慣

れ

る

ま

で

は

、

外

出

で

き

ず

ご

近

所

と

も

話

せ

な

か

っ

た

。

西

本

願

寺

が

行

っ

て

く

れ

る

茶

話

会

の

お

か

げ

で

、

住

民

は

お

互

い

を

知

り

ス

ト

レ

ス

解

消

す

る

場

を

手

に

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

今

で

は

、

み

ん

な

が

大

き

な

家

族

の

よ

う

な

存

在

に

な

っ

て

い

る

。

1
8 

茶

話

会

活

動

は

、

仮

設

住

宅

の

住

民

に

と

っ

て

大

切

な

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

で

あ

る

こ

と

が

Ａ

さ

ん

の

話

か

ら

伝

わ

っ

た

。

こ

の

活

動

で

は

、

お

抹

茶

と

全

国

各

地

か

ら

寄

付

さ

れ

た

お

菓

子

を

提

供

し

、

住

民

た

ち

が

他

愛

な

い

話

や

悩

み

ご

と

を

打

ち

明

け

ら

れ

る

雰

囲

気

を

つ

く

っ

て

い

た

。

私

は

、

こ

れ

ま

で

僧

侶

と

の

つ

な

が

り

を

求

め

て

住

民

が

集

ま

っ

て

い

る

と

い

う

考

え

を

持

っ

て

い

た

の

で

驚

い

た

。

実

際

は

、

仮

設

に

住

ん

で

い

る

人

々

が

横

の

つ

な

が

り

を

求

め

て

、

い

つ

で

も

集

ま

れ

る

よ

う

に

僧

侶

が

支

援

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

に

茶

話

会

を

行

う

意

義

は

あ

る

。

僧

侶

は

、

布

教

活

動

を

行

う

前

に

ま

ず

、

自

他

の

気

持

ち

を

共

有

す

る

場

を

設

け

る

の

も

役

割

の

一

つ

で

あ

る

。

ま

た

、

今

回

は

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

高

岡

教

区

の

仏

教

婦

人

会

の

方

々

と

も

活

動

す

る

機

会

を

得

た

。

高

岡

教

区

仏

教

婦

人

会

の

Ｂ

さ

ん

は

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

た

。 

「

高

岡

教

区

仏

教

婦

人

会

で

は

、

昨

年

か

ら

茶

話

会

活

動

に

参

加

し

て

い

る

。

一

年

に

一

度

仮

設

住

宅

に

そ

の

年

に

収

穫

し

た

新

米

を

届

け

さ

せ

て

い

た

だ

い

て

い

る

。

教

区

と

の

交

流

を

通

し

て

皆

さ

ん

に

元

気

に

な

っ

て

も

ら

え

れ

ば

有

難

い

。
」

1
9 

東

日

本

大

震

災

か

ら

約

五

年

と

十

ヶ

月

が

経

過

し

た

。

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

職

員

の

Ａ

．

Ｙ

さ

ん

は

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

支

援

に

つ

い

て

こ

う

述

べ

て

い

た

。 

茶

話

会

に

参

加

し

て

く

れ

る

住

民

の

方

々

は

、

元

々

暮

ら

し

て

い

た

地

域

で

顔

な

じ

み

の

方

や

仮

設

住

宅

の

抽

選

の

関

係

で

、

別

の

地

域

か

ら

来

た

方

も

お

ら

れ

る

。

西

本

願

寺

と

し

て

行

う

茶

話

会

活

動

が

個

々

人

の

つ

な

が

る

き

っ

か

け

提

供

に

な

っ

て

コピー厳禁コピー厳禁
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い

る

と

思

う

。

茶

話

会

に

参

加

し

づ

ら

い

方

へ

は

定

期

的

に

居

室

訪

問

活

動

を

通

じ

て

、

お

話

を

聴

か

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

も

あ

る

。

し

か

し

、

一

人

一

人

が

抱

え

る

大

き

な

悩

み

を

知

り

合

い

に

打

ち

明

け

る

の

は

、

な

か

な

か

難

し

い

面

が

あ

る

。

そ

こ

に

他

地

方

か

ら

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

さ

ん

が

お

見

え

に

な

る

と

、

か

え

っ

て

自

分

の

悩

み

を

話

せ

る

こ

と

が

あ

る

。

こ

れ

か

ら

も

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

さ

ん

に

は

茶

話

会

活

動

に

継

続

し

て

参

加

し

て

欲

し

い

。

2
0 

東

日

本

大

震

災

か

ら

約

五

年

と

十

ヶ

月

が

経

過

し

た

。

Ａ

．

Ｙ

さ

ん

に

よ

る

と

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

と

し

て

宮

城

県

外

か

ら

参

加

す

る

人

は

、

年

々

減

少

し

て

い

る

と

い

う

。

仮

設

住

宅

か

ら

復

興

支

援

住

宅

に

移

る

中

で

、

抱

え

る

不

安

を

打

ち

明

け

ら

れ

る

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

減

少

が

一

つ

の

課

題

と

な

っ

て

い

る

。

震

災

の

記

憶

は

、

被

災

地

で

も

忘

れ

つ

つ

あ

る

。

私

は

、

僧

侶

と

し

て

人

々

に

寄

り

添

い

共

感

的

人

間

関

係

を

築

い

て

い

く

こ

と

が

こ

れ

か

ら

の

支

援

に

欠

か

せ

な

い

と

学

ん

だ

。 

  第

二

章 

臨

床

宗

教

師

と

し

て

の

僧

侶

の

役

割 

第

一

節 

臨

床

宗

教

師

と

は

何

か

。 

次

は

、

生

と

死

で

苦

し

む

人

に

寄

り

添

う

僧

侶

で

あ

る

臨

床

宗

教

師

の

役

割

を

考

え

る

。

臨

床

宗

教

師

は

、

世

間

で

ど

の

よ

う

に

認

知

さ

れ

て

い

る

だ

ろ

う

。

臨

床

宗

教

師

は

二

〇

一

六

年

二

月

一

九

日

刊

行

の

『

週

刊

朝

日

』

に

こ

の

よ

う

に

紹

介

さ

れ

て

い

る

。 

臨

床

宗

教

師

は

、

特

定

の

宗

教

を

想

起

さ

せ

る

こ

と

を

避

け

、

様

々

な

現

場

で

宗

教

的

な

心

の

ケ

ア

を

す

る

人

の

名

称

と

し

て

生

ま

れ

た

。（

中

略

）
臨

床

宗

教

師

の

活

動

は

、
宗

教

や

宗

派

に

限

定

さ

れ

ず

、
相

手

か

ら

頼

ま

れ

な

い

限

り

布

教

や

伝

道

も

し

コピー厳禁コピー厳禁
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な

い

。

公

共

性

が

担

保

さ

れ

て

い

る

か

ら

こ

そ

、

医

療

機

関

な

ど

で

活

動

で

き

る

の

だ

。

2
1 

臨

床

宗

教

師

は

、

病

院

や

緩

和

ケ

ア

病

棟

で

あ

る

ホ

ス

ピ

ス

な

ど

に

お

い

て

、

患

者

と

家

族

の

話

に

耳

を

傾

け

、

相

手

の

心

の

ケ

ア

に

た

ず

さ

わ

る

役

割

を

す

る

僧

侶

や

牧

師

等

の

宗

教

者

で

あ

る

こ

と

が

こ

の

記

事

か

ら

分

か

る

。

で

は

、

臨

床

宗

教

師

は

僧

侶

を

は

じ

め

と

し

た

宗

教

者

や

学

者

た

ち

の

間

で

ど

の

よ

う

な

認

識

が

な

さ

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

龍

谷

大

学

教

授

の

鍋

島

直

樹

氏

は

「

臨

床

宗

教

師

研

修

の

目

的

と

特

色

」

に

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

臨

床

宗

教

師

は

、

特

定

の

宗

教

教

団

の

勧

誘

を

目

的

と

せ

ず

、

宗

教

宗

派

を

超

え

た

協

力

関

係

を

構

築

し

て

、

心

の

ケ

ア

を

実

践

す

る

。
（

中

略

）
個

々

の

臨

床

宗

教

師

は

、
自

ら

の

依

り

ど

こ

ろ

と

す

る

宗

教

の

人

間

観

、
死

生

観

、
救

済

観

を

学

び

、
世

俗

を

超

え

た

聖

な

る

真

実

の

中

で

わ

が

身

を

省

み

、

聖

な

る

真

実

を

依

り

ど

こ

ろ

と

し

て

生

死

を

超

え

る

道

を

明

ら

か

に

し

て

お

く

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

2
2 

臨

床

宗

教

師

が

医

療

現

場

に

関

わ

る

の

は

活

動

の

一

部

で

あ

り

、

相

手

の

人

生

観

を

尊

重

す

る

た

め

に

、

い

き

な

り

布

教

を

行

わ

ず

、

宗

教

宗

派

間

の

協

力

に

よ

っ

て

心

の

ケ

ア

に

あ

た

る

こ

と

が

分

か

る

。

そ

し

て

臨

床

宗

教

師

は

、

自

ら

が

信

仰

す

る

宗

教

の

教

義

、

人

間

観

や

救

済

観

を

心

の

拠

り

所

と

し

て

活

動

す

る

と

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

苦

し

み

の

中

に

あ

る

人

を

ま

ず

尊

重

す

る

こ

と

を

基

本

に

し

、

相

手

を

通

し

て

自

ら

を

省

み

る

役

割

を

果

た

し

て

い

る

。

だ

が

、

臨

床

宗

教

師

が

世

間

一

般

に

認

識

さ

れ

た

の

は

週

刊

朝

日

に

あ

る

よ

う

に

近

頃

の

こ

と

で

あ

る

。 

臨

床

宗

教

師

は

、

宮

城

県

で

二

〇

一

一

年

に

岡

部

健

医

師

に

よ

っ

て

提

唱

さ

れ

た

。

岡

部

医

師

は

、

欧

米

諸

国

で

活

躍

す

る

チ

ャ

ッ

プ

レ

ン

と

呼

ば

れ

る

公

共

性

の

高

い

施

設

に

常

駐

し

相

談

相

手

に

な

る

宗

教

者

に

着

目

し

、

和

製

チ

ャ

ッ

プ

レ

ン

と

し

て

、

臨

床

コピー厳禁コピー厳禁
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宗

教

師

を

創

り

出

し

た

。

現

在

で

は

、

東

北

大

学

や

龍

谷

大

学

等

を

は

じ

め

と

す

る

大

学

機

関

で

臨

床

宗

教

師

研

修

講

座

が

開

講

さ

れ

て

い

る

。

で

は

、

臨

床

宗

教

師

研

修

は

ど

の

よ

う

な

目

的

の

下

で

行

わ

れ

て

い

る

の

か

。

東

北

大

学

大

学

院

文

学

研

究

科

実

践

宗

教

学

寄

附

講

座

准

教

授

の

高

橋

原

氏

は

「

宗

教

者

に

よ

る

心

の

ケ

ア

の

課

題

と

可

能

性

―

臨

床

宗

教

師

養

成

の

試

み

ー

」

に

て

次

の

四

点

を

挙

げ

て

い

る

。 
 

 

① 

「

傾

聴

」

と

「

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

」

の

能

力

向

上

②

「

宗

教

間

対

話

」
「

宗

教

協

力

」

の

能

力

向

上

③

宗

教

者

以

外

の

諸

機

関

と

の

連

携

方

法

を

学

ぶ

④

幅

広

い

「

宗

教

的

ケ

ア

」

の

提

供

方

法

を

学

ぶ

2
3 

ま

た

、

そ

れ

ぞ

れ

の

目

的

を

高

橋

原

氏

は

こ

う

解

説

し

て

い

る

。 

①

の

「

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

」

と

は

、

ケ

ア

提

供

者

の

価

値

観

を

押

し

付

け

る

こ

と

な

く

、

ケ

ア

対

象

者

の

中

に

あ

る

答

え

に

気

づ

く

こ

と

を

手

伝

う

と

い

う

態

度

を

重

視

す

る

も

の

で

あ

る

。
（

中

略

）
「

傾

聴

」

が

そ

の

基

礎

に

な

る

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。
（

中

略

）

必

要

に

応

じ

て

各

宗

派

の

流

儀

に

基

づ

い

た

「

宗

教

的

ケ

ア

」

を

行

う

こ

と

に

な

る

。
（

中

略

）

具

体

的

に

は

、

読

経

、

祈

り

な

ど

を

は

じ

め

と

す

る

儀

式

、

儀

礼

的

所

作

を

行

う

こ

と

、

神

仏

な

ど

の

超

越

的

観

念

、

死

後

世

界

や

魂

の

観

念

、
そ

れ

ら

を

指

示

す

る

語

彙

を

用

い

て

語

る

こ

と

、
宗

教

的

物

品

の

使

用
（

数

珠

、
位

牌

、
ロ

ザ

リ

オ

、
十

字

架

、
聖

書

、

等

）
、

宗

教

的

コ

ス

チ

ュ

ー

ム

の

着

用

な

ど

に

よ

っ

て

宗

教

的

ケ

ア

は

提

供

さ

れ

る

。

2
4 

臨

床

宗

教

師

研

修

で

は

、

直

接

向

き

合

う

相

手

に

対

し

て

、

宗

教

的

教

義

を

押

し

付

け

な

い

よ

う

に

指

導

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

第

一

に

、

宗

教

者

が

教

義

を

伝

道

し

て

信

者

獲

得

し

よ

う

と

い

っ

た

態

度

は

な

い

。

相

手

が

助

け

を

必

要

と

し

て

い

る

時

に

「

傾

聴

」

し

相

手

の

要

求

に

応

じ

て

「

宗

教

的

ケ

ア

」

を

行

っ

て

い

る

。 コピー厳禁コピー厳禁
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臨

床

宗

教

師

は

、

宗

教

者

で

あ

れ

ば

大

学

機

関

等

が

主

催

す

る

研

修

の

修

了

を

条

件

に

活

動

で

き

る

。

彼

ら

は

病

院

等

の

公

共

施

設

で

働

く

宗

教

者

で

あ

り

、

資

格

を

有

し

な

い

分

宗

教

者

と

し

て

絶

え

ず

自

己

研

鑽

を

続

け

る

覚

悟

が

必

要

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

の

働

き

を

数

値

化

さ

れ

る

こ

と

が

な

い

た

め

社

会

的

貢

献

度

が

分

か

り

に

く

い

。

第

二

節

で

は

、

医

療

現

場

に

携

わ

る

臨

床

宗

教

師

を

見

て

い

き

た

い

。 

 

第

二

節 

医

療

現

場

で

活

動

す

る

臨

床

宗

教

師 

前

節

で

、

臨

床

宗

教

師

の

定

義

を

行

っ

た

。

第

二

節

で

は

、

臨

床

宗

教

師

が

医

療

現

場

で

ど

の

よ

う

に

活

動

し

、

期

待

さ

れ

る

役

割

は

何

を

考

え

る

。

今

回

は

、

臨

床

宗

教

師

と

し

て

も

活

動

し

て

い

る

先

述

の

高

橋

悦

堂

氏

と

宮

城

県

仙

台

市

の

昌

林

寺

副

住

職

で

あ

る

松

山

宏

成

氏

を

通

し

て

臨

床

宗

教

師

を

見

て

い

き

た

い

。

高

橋

悦

堂

氏

は

臨

床

宗

教

師

と

し

て

自

身

の

体

験

を

こ

う

語

っ

た

。 

「

臨

床

宗

教

師

と

し

て

、

末

期

の

患

者

さ

ん

と

関

わ

ら

せ

て

い

た

だ

く

と

、

死

生

観

を

感

じ

て

い

く

よ

う

に

な

っ

た

。
」

2
5 

ま

た

、

高

橋

悦

堂

氏

は

河

北

新

報

社

編

集

局

編

『

挽

歌

の

宛

先

』

に

て

、

臨

床

宗

教

師

に

つ

い

て

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

病

気

の

痛

み

を

取

り

除

け

る

わ

け

で

は

な

い

。
無

力

さ

を

思

い

知

る

こ

と

が

あ

る

。「

支

え

を

必

要

と

し

て

い

る

人

と

の

一

瞬

一

瞬

を

大

事

に

す

る

。

死

後

だ

け

で

な

く

、

生

に

向

き

合

い

た

い

」

2
6 

松

山

氏

は

臨

床

宗

教

師

と

し

て

新

潟

県

長

岡

市

の

長

岡

西

病

院

で

活

動

を

し

て

い

る

。

松

山

氏

は

同

書

に

て

、

医

療

現

場

で

の

臨

床

活

動

を

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

死

に

ゆ

く

患

者

か

ら

「

お

坊

さ

ん

が

来

て

く

れ

て

あ

り

が

た

い

」

と

口

々

に

言

わ

れ

、

い

た

た

ま

れ

な

く

な

っ

た

。
「

救

い

や

コピー厳禁コピー厳禁
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癒

や

し

を

求

め

る

切

実

な

願

い

に

応

え

ら

れ

る

の

か

」(

中

略)

「

失

敗

は

取

り

返

し

が

つ

か

な

い

。

明

日

会

え

な

い

か

も

知

れ

な

い

か

ら

」
。

答

え

の

な

い

死

と

生

の

問

い

の

は

ざ

ま

で

、

限

ら

れ

た

命

に

思

い

を

向

け

る

。(

中

略)

病

棟

設

立

か

ら

２

０

余

年

。

地

道

に

活

動

を

続

け

、

特

別

な

目

で

見

ら

れ

る

こ

と

は

少

な

く

な

っ

た

。(

中

略)

「

読

経

を

聞

き

、

仏

堂

で

手

を

合

わ

せ

る

と

落

ち

着

く

」
。

利

用

者

は

安

ら

か

な

表

情

を

浮

か

べ

て

い

た

。(

中

略)

臨

床

に

立

つ

宗

教

者

の

使

命

と

は

何

か

。
「

最

期

ま

で

自

分

ら

し

く

過

ご

せ

る

よ

う

支

え

、

死

や

人

生

の

意

味

の

答

え

を

紡

ぐ

手

助

け

を

す

る

こ

と

」

2
7 

松

山

氏

が

、

臨

床

宗

教

師

と

し

て

活

動

す

る

病

棟

は

ビ

ハ

ー

ラ

病

棟

と

呼

ば

れ

る

。

ビ

ハ

ー

ラ

と

は

、

一

九

八

〇

年

代

か

ら

始

ま

っ

た

仏

教

者

が

医

療

現

場

で

終

末

期

の

患

者

の

ケ

ア

を

行

う

活

動

を

指

す

。
松

山

氏

が

、「

失

敗

は

取

り

返

し

つ

か

な

い

こ

と

」
と

述

べ

る

よ

う

に

、

臨

床

宗

教

師

が

傾

聴

し

話

す

言

葉

は

医

者

の

医

療

行

為

と

同

等

の

責

任

と

信

頼

が

伴

う

。

先

人

の

僧

侶

が

、

数

十

年

の

時

間

を

か

け

僧

侶

が

医

療

現

場

に

参

画

す

る

環

境

と

世

間

の

理

解

を

築

き

上

げ

た

。

だ

か

ら

、

臨

床

宗

教

師

の

役

割

は

常

に

自

己

を

顧

み

る

僧

侶

で

な

け

れ

ば

勤

ま

ら

な

い

。 

で

は

、

臨

床

宗

教

師

を

研

究

す

る

学

者

は

ど

の

よ

う

な

関

わ

り

方

を

考

え

て

い

る

の

か

。

鍋

島

氏

は

、

医

療

現

場

が

求

め

る

臨

床

宗

教

師

を

こ

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

医

療

が

求

め

る

臨

床

宗

教

師

と

は

、

宗

教

宗

派

を

超

え

て

協

力

し

あ

い

患

者

を

支

援

す

る

宗

教

者

、

患

者

が

胸

に

ふ

り

つ

も

っ

た

思

い

を

話

し

や

す

い
「

屑

籠

」
の

よ

う

な

宗

教

者

、
「

暗

闇

を

罵

る

の

で

は

な

く

て

一

本

の

蝋

燭

に

灯

り

を

と

も

そ

う

」
と

努

力

す

る

人

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。

2
8 

鍋

島

教

授

は

、

宗

教

者

が

一

つ

に

な

り

、

患

者

に

と

っ

て

本

音

を

吐

き

出

し

や

す

い

存

在

に

な

る

こ

と

を

期

待

し

て

い

る

。

つ

ま

コピー厳禁コピー厳禁
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り

、

臨

床

宗

教

師

は

病

に

伏

し

苦

し

む

者

が

抱

え

る

気

持

ち

を

じ

っ

く

り

吐

か

せ

て

、

心

の

整

理

を

お

手

伝

い

す

る

存

在

で

あ

る

。

病

を

患

う

人

に

、
「

頑

張

れ

」
や
「

お

大

事

に

」
と

言

う

の

は

簡

単

だ

が

、
そ

の

言

葉

は

相

手

の

負

担

に

な

っ

て

し

ま

う

。
だ

か

ら

臨

床

宗

教

師

は

、

患

者

に

寄

り

添

う

治

療(

以

下

寄

り

添

う

ケ

ア

と

す

る)

を

施

す

役

割

を

医

療

現

場

か

ら

求

め

ら

れ

て

い

る

。

大

河

内

大

博

氏

は

「
〈

書

評

〉

谷

山

洋

三

著

『

医

療

者

と

宗

教

者

の

た

め

の

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

臨

床

宗

教

師

の

視

点

か

ら

』
」

に

て

、

寄

り

添

う

ケ

ア

を

こ

う

述

べ

て

い

る

。 

寄

り

添

う

と

い

う

ケ

ア

に

お

い

て

は

、

む

し

ろ

、

ケ

ア

を

提

供

す

る

者

が

無

力

で

あ

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

、(

中

略)

ケ

ア

し

よ

う

と

す

る

者

が

「

自

分

は

何

者

か

？

」

と

い

う

自

問

を

抜

き

に

し

て

、

現

場

に

立

ち

続

け

る

こ

と

は

難

し

い

。(

中

略)

自

身

の

無

力

に

気

づ

か

さ

れ

、

実

際

に

臨

床

に

お

い

て

、

目

の

前

の

人

の

痛

み

一

つ

も

癒

す

こ

と

が

で

き

な

い

無

力

と

向

き

合

う

。

（

中

略

）

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

か

ら

宗

教

性

を

排

除

せ

ず

、

で

も

、

宗

教

性

が

過

度

に

吐

出

し

な

い

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

の

言

語

化

に

取

り

組

ん

で

い

る

。(

中

略)
〈

狭

義

の

宗

教

的

ケ

ア

〉

で

は

、

教

化

や

儀

礼

が

行

わ

れ

、

癒

し

で

は

な

く

信

仰

に

よ

る

心

の

安

寧

や

救

済

が

目

指

さ

れ

る

が

、

信

仰

を

前

提

と

し

な

い

。(

中

略)

〈

宗

教

的

資

源

の

活

用

〉

の

領

域

に

お

い

て

、

そ

れ

は

一

方

で

宗

教

的

ケ

ア

で

あ

り

つ

つ

、

布

教

・

伝

道

を

目

的

と

し

た

わ

け

で

は

な

い

、

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

の

営

み

が

内

包

さ

れ

て

い

る

、

と

い

う

整

理

法

で

あ

る

。

2
9 

寄

り

添

う

ケ

ア

は

、

ケ

ア

を

施

す

臨

床

宗

教

師

が

自

分

の

無

力

感

を

自

覚

し

た

上

で

向

き

合

う

相

手

の

気

持

ち

を

理

解

し

よ

う

と

す

る

謙

虚

な

姿

勢

が

大

事

だ

と

分

か

る

。

ま

た

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

は

、

終

末

期

の

が

ん

患

者

だ

け

で

な

く

人

生

の

あ

ら

ゆ

る

場

面

で

生

き

る

意

味

や

自

己

有

用

観

等

を

失

っ

た

と

感

じ

る

人

々

の

痛

み

を

軽

減

す

る

ケ

ア

を

指

す

。

こ

の

よ

う

な

布

教

、

信

仰

を

目

コピー厳禁コピー厳禁
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的

と

し

な

い

宗

教

的

ケ

ア

を

行

う

に

は

臨

床

宗

教

師

が

そ

れ

ぞ

れ

属

す

る

宗

教

に

対

す

る

高

度

な

知

識

、

理

解

が

求

め

ら

れ

る

。

だ

が

、

臨

床

宗

教

師

が

世

間

に

認

知

さ

れ

、

医

療

現

場

で

活

動

す

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

ご

く

最

近

で

あ

る

。

臨

床

宗

教

師

は

、

医

療

現

場

に

出

入

り

す

る

他

の

専

門

職

と

違

い

「

宗

教

」

を

扱

う

。

ゆ

え

に

、

彼

ら

は

時

に

政

教

分

離

の

観

点

か

ら

活

動

中

は

共

通

の

エ

プ

ロ

ン

を

着

用

せ

ね

ば

な

ら

な

い

等

の

制

限

を

受

け

る

。
で

は

、
医

療

現

場

関

係

者

は

臨

床

宗

教

師

を

ど

の

よ

う

に

捉

え

て

い

る

か

。

医

師

で

龍

谷

大

学

実

践

真

宗

学

研

究

科

教

授

の

田

畑

正

久

氏

は

『

老

・

病

・

死

の

現

場

か

ら

』

に

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

「

医

療

の

世

界

で

、

健

康

で

長

生

き

と

い

う

こ

と

が

目

的

に

な

っ

て

い

ま

す

が

、

本

当

の

目

的

と

い

う

の

は

、

生

き

る

こ

と

の

意

味

・

使

命

・

役

割

と

い

う

も

の

を

実

現

さ

せ

る

こ

と

な

の

で

す

。
」

3
0 

医

師

は

患

者

を

治

癒

す

る

こ

と

で

身

体

的

な

「

生

」

を

患

者

へ

提

供

で

き

る

。

し

か

し

、

患

者

が

病

を

完

治

し

て

も

生

き

る

希

望

を

な

く

し

て

い

る

な

ら

ば

ど

う

か

。

果

た

し

て

そ

の

状

況

は

、

そ

の

患

者

に

と

っ

て

幸

せ

な

の

か

。

医

療

で

カ

バ

ー

で

き

な

い

心

の

安

穏

、

つ

ま

り

宗

教

が

つ

く

る

心

理

的

な

「

生

」

を

提

供

で

き

る

者

が

、

臨

床

宗

教

師

で

あ

る

と

私

は

考

え

る

。

つ

ま

り

、

宗

教

者

が

参

画

す

る

組

織

や

団

体

で

連

携

し

て

い

く

姿

勢

を

持

て

ば

こ

の

課

題

は

解

消

で

き

る

。

宗

教

者

し

か

施

せ

な

い

「

心

の

治

療

」

を

期

待

す

る

声

は

日

々

高

ま

っ

て

い

る

と

私

は

考

え

る

。 

 

第

三

章 

親

鸞

に

お

け

る

死

生

観

と

救

い 

第

一

節 

浄

土

真

宗

の

救

い 

こ

の

節

で

は

、
浄

土

真

宗

の

救

い

に

つ

い

て

考

え

る

。
浄

土

真

宗

で

の

救

い

を

考

え

る

上

で

、
今

回

は

歎

異

抄

を

中

心

に

紐

解

く

。

コピー厳禁コピー厳禁
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歎

異

抄

第

四

条

で

は

次

の

や

り

と

り

が

親

鸞

聖

人

と

弟

子

の

唯

円

と

の

間

で

な

さ

れ

て

い

る

。 

慈

悲

に

聖

道

・

浄

土

の

か

は

り

め

あ

り

。

聖

道

の

慈

悲

と

い

ふ

は

、

も

の

を

あ

は

れ

み

、

か

な

し

み

、

は

ぐ

ぐ

む

な

り

。

し

か

れ

ど

も

、

お

も

ふ

が

ご

と

く

た

す

け

と

ぐ

る

こ

と

、

き

は

め

て

あ

り

が

た

し

。

浄

土

の

慈

悲

と

い

ふ

は

、

念

仏

し

て

、

い

そ

ぎ

仏

に

成

り

て

、

大

慈

大

悲

心

を

も

つ

て

、

お

も

ふ

が

ご

と

く

衆

生

を

利

益

す

る

を

い

ふ

べ

き

な

り

。

今

生

に

、

い

か

に

い

と

ほ

し

不

便

と

お

も

ふ

と

も

、

存

知

の

ご

と

く

た

す

け

が

た

け

れ

ば

、

こ

の

慈

悲

始

終

な

し

。

し

か

れ

ば

、

念

仏

申

す

の

み

ぞ

、

す

ゑ

と

ほ

り

た

る

大

慈

悲

心

に

て

候

ふ

べ

き

と

云

々

。

3
1 

歎

異

抄

第

四

条

は

、

聖

道

門

と

浄

土

門

の

慈

悲

に

つ

い

て

そ

れ

ぞ

れ

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

ま

ず

、

慈

悲

と

は

何

か

。

龍

谷

大

学

教

授

の

内

藤

知

康

氏

は

『

や

わ

ら

か

な

眼

』

に

て

慈

悲

に

つ

い

て

詳

し

く

述

べ

て

い

る

。 

仏

教

で

は

、

慈

悲

に

三

種

が

あ

る

と

さ

れ

ま

す

。

そ

の

第

一

は

小

慈

小

悲

で

あ

り

、

衆

生

縁

の

慈

悲

と

い

わ

れ

ま

す

。

そ

の

第

二

は

中

慈

中

悲

で

あ

り

、
法

縁

の

慈

悲

と

い

わ

れ

ま

す

。
そ

の

第

三

が

大

慈

大

悲

で

あ

っ

て

、
無

縁

の

慈

悲

と

い

わ

れ

ま

す

。(

中

略)

こ

の

無

縁

の

慈

悲

は

、
如

来

さ

ま

の

慈

悲

で

す

か

ら

、
如

来

さ

ま

の

性

質

と

し

て

自

然

に

起

こ

っ

て

く

る

慈

悲

が

無

縁

の

慈

悲

で

あ

り

、

こ

れ

が

大

慈

大

悲

と

い

わ

れ

ま

す

。

3
2 

ま

た

大

谷

大

学

の

木

越

康

氏

は

『

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

は

親

鸞

の

教

え

に

反

す

る

の

か

』

に

て

、

聖

道

の

慈

悲

と

浄

土

の

慈

悲

を

次

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。 

「

聖

道

の

慈

悲

」

と

は

し

た

が

っ

て

、

自

力

に

よ

っ

て

慈

し

み

悲

し

み

の

利

他

的

行

為

を

完

成

さ

せ

よ

う

と

す

る

聖

者

の

精

神

を

言

う

。

慈

し

み

と

悲

し

み

の

二

つ

の

心

を

自

ら

大

切

に

保

持

し

、

他

者

の

救

済

を

完

成

さ

せ

よ

う

と

す

る

心

で

あ

る

。

と

こ

コピー厳禁コピー厳禁
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ろ

が

第

四

条

で

親

鸞

は

、

こ

の

よ

う

な

聖

道

の

慈

悲

に

よ

っ

て

他

者

を

憐

れ

み

、

悲

し

み

、

育

ん

で

も

、

思

い

通

り

に

助

け

遂

げ

る

こ

と

は

極

め

て

困

難

だ

と

述

べ

る

の

で

あ

る

。(

中

略)

対

す

る
「

浄

土

の

慈

悲

」
と

は

、
「

大

慈

大

悲

心

を

も

っ

て

、
お

も

う

が

ご

と

く

衆

生

を

利

益

す

る

」

こ

と

と

さ

れ

る

。

3
3 

親

鸞

聖

人

は

、

歎

異

抄

第

四

条

で

「

こ

の

世

の

中

で

生

き

る

間

は

ど

れ

だ

け

か

わ

い

そ

う

だ

と

考

え

て

も

自

分

の

思

う

よ

う

に

救

う

こ

と

は

で

き

な

い

。
」
と

説

い

て

い

る

。
そ

れ

は

、
人

間

の

苦

し

さ

と

悲

し

さ

で

あ

り

人

間

の

愛

に

起

因

す

る

。
人

間

は

、
家

族

愛

や

友

愛

等

と

い

っ

た

「

愛

」

で

、

相

手

と

心

か

ら

つ

な

が

り

あ

う

こ

と

が

で

き

る

。

だ

が

、

私

た

ち

は

愛

を

通

し

て

時

に

相

手

を

温

め

、

苦

し

み

と

悲

し

み

を

与

え

て

し

ま

う

が

時

間

が

経

つ

と

そ

の

感

情

を

忘

れ

る

。

阿

弥

陀

仏

の

大

慈

大

悲

心

と

は

、

そ

ん

な

人

間

の

破

裂

し

そ

う

な

心

を

包

み

込

む

優

し

い

母

の

手

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

。 

 

第

二

節 

親

鸞

聖

人

の

死

生

観 

こ

の

節

で

は

、

親

鸞

聖

人

の

死

生

観

を

和

讃

よ

り

見

て

い

く

。

親

鸞

聖

人

は

、
『

正

像

末

和

讃

』

で

「
（

五

一

）

南

無

阿

弥

陀

仏

の

回

向

の

恩

徳

広

大

不

思

議

に

て

往

相

回

向

の

利

益

な

か

り

せ

ば

浄

土

の

菩

提

は

い

か

が

せ

ん

（

五

二

）

往

相

回

向

の

大

慈

よ

り

還

相

回

向

の

大

悲

を

う

如

来

の

回

向

な

か

り

せ

ば

浄

土

の

菩

提

は

い

か

が

せ

ん

」
（
『

註

釈

版

』

六

〇

九

頁

）

と

遺

し

て

い

る

。

浅

井

成

海

氏

は

こ

の

二

首

の

和

讃

を

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

三

帖

和

讃Ⅲ

正

像

末

和

讃

』

に

て

こ

う

講

読

す

る

。 

往

相

も

還

相

も

如

来

の

回

向

で

あ

り

、

還

相

は

浄

土

に

往

生

し

た

人

が

他

の

人

が

他

の

人

を

導

く

利

他

の

は

た

ら

き

で

あ

る

こ

と

が

よ

く

わ

か

り

ま

す

。
（

中

略

）
限

り

あ

る

命

を

生

き

る

私

で

す

が

、
南

無

阿

弥

陀

仏

の

み

教

え

に

お

育

て

を

受

け

れ

ば

、
死

コピー厳禁コピー厳禁
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は

終

末

で

は

な

く

、
そ

こ

か

ら

大

い

な

る

活

動

が

約

束

さ

れ

て

い

る

の

で

す

。（

中

略

）
往

相

回

向

を

大

慈

と

あ

ら

わ

し

、
還

相

回

向

は

大

悲

を

う

る

こ

と

だ

と

讃

え

て

い

ま

す

。（

中

略

）
さ

ら

に

浄

土

に

往

生

し

た

も

の

は

、
速

や

か

に

還

相

の

菩

薩

と

な

っ

て

、
如

来

と

同

じ

く

、
あ

ら

ゆ

る

人

び

と

の

悲

し

み

を

と

も

に

悲

し

み

、
浄

土

に

往

生

せ

し

め

る

は

た

ら

き

を

し

ま

す

。（

中

略

）

如

来

の

は

た

ら

き

に

よ

っ

て

苦

し

み

を

乗

り

こ

え

る

道

が

開

か

れ

る

と

い

う

こ

と

は

、

智

慧

の

こ

こ

ろ

を

与

え

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

そ

れ

は

と

も

に

他

の

人

び

と

の

苦

し

み

を

分

か

ち

あ

う

と

い

う

慈

悲

の

こ

こ

ろ

を

う

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

3
4 

ま

た

、

梯

實

圓

氏

は

『

生

死

を

包

む

も

の

』

に

て

還

相

回

向

を

次

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。 

親

鸞

聖

人

に

よ

れ

ば

、

浄

土

に

生

ま

れ

た

も

の

は

、

阿

弥

陀

如

来

さ

ま

と

同

じ

無

上

涅

槃

を

き

わ

め

る

か

ら

、

い

ま

阿

弥

陀

如

来

が

な

さ

っ

て

い

る

よ

う

に

十

方

世

界

に

さ

ま

ざ

ま

な

す

が

た

を

と

っ

て

変

現

し

て

、

す

べ

て

の

も

の

を

支

え

、

導

く

と

い

う

活

動

を

な

さ

し

め

ら

れ

る

の

だ

と

い

わ

れ

ま

す

。

そ

れ

を

還

相

回

向

と

言

わ

れ

ま

し

た

が

、

浄

土

に

生

ま

れ

て

い

く

と

い

う

こ

と

は

、

こ

の

世

へ

還

っ

て

き

て

、

天

地

万

物

の

な

か

に

生

き

つ

づ

け

、

万

人

を

支

え

導

く

も

の

に

な

る

こ

と

だ

っ

た

の

で

す

。

3
5 

死

は

終

わ

り

で

は

な

く

始

ま

り

で

あ

る

。

こ

れ

が

還

相

回

向

だ

。

浄

土

に

往

生

し

た

者

は

、

苦

し

み

喘

ぐ

世

界

で

衆

生

に

寄

り

添

い

、

救

い

と

る

は

た

ら

き

を

す

る

。

こ

れ

が

、

親

鸞

聖

人

の

死

生

観

で

あ

る

と

言

え

る

。 

  

結

論 
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本

論

で

は

、

東

日

本

大

震

災

で

の

僧

侶

の

役

割

、

臨

床

宗

教

師

の

活

動

を

親

鸞

聖

人

の

教

え

か

ら

考

察

し

た

。

震

災

か

ら

六

年

近

く

が

経

ち

、

そ

の

時

々

に

応

じ

て

僧

侶

や

門

信

徒

は

被

災

地

、

被

災

さ

れ

た

方

々

へ

支

援

を

行

っ

て

き

た

。

親

鸞

聖

人

が

歎

異

抄

第

二

条

で
「

と

て

も

地

獄

は

一

定

す

み

か

ぞ

か

し

。
」
と

こ

の

世

を

説

い

た

よ

う

に

、
被

災

さ

れ

た

方

々

は

二

〇

一

一

年

三

月

十

一

日

以

降

誰

か

を

失

っ

た

苦

し

み

と

向

き

合

い

続

け

て

い

る

。

そ

れ

は

、

自

分

の

力

で

解

決

で

き

な

い

「

生

き

地

獄

」

で

あ

る

。 

そ

し

て

今

回

、

東

北

地

方

で

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

を

行

い

、

気

づ

い

た

こ

と

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

震

災

が

残

し

た

や

り

場

の

な

い

苦

し

み

が

恨

み

や

摩

擦

に

変

化

し

、

新

た

な

苦

し

み

を

生

み

出

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

で

は

、

僧

侶

に

で

き

る

こ

と

は

何

か

。

そ

れ

は

、

各

々

が

置

か

れ

た

立

場

で

人

び

と

の

苦

し

み

に

耳

を

傾

け

る

こ

と

で

は

な

い

か

。

被

災

し

た

僧

侶

は

被

災

さ

れ

た

方

々

と

同

じ

よ

う

に

身

内

や

大

切

な

人

を

失

っ

た

者

も

い

る

。

同

じ

苦

し

み

に

置

か

れ

る

こ

と

で

、

人

々

の

痛

み

を

等

身

大

で

共

感

し

心

を

ほ

ぐ

す

役

割

が

で

き

る

。

被

災

し

て

な

い

僧

侶

は

、

被

災

さ

れ

た

方

々

や

被

災

し

た

僧

侶

の

誰

に

も

言

え

な

い

心

の

深

い

傷

に

寄

り

添

う

役

割

が

で

き

る

。

震

災

前

の

生

活

が

戻

り

つ

つ

あ

る

今

だ

か

ら

こ

そ

、

僧

侶

は

自

ら

の

立

場

で

で

き

る

支

援

を

続

け

て

い

く

こ

と

が

大

切

だ

。

今

こ

そ

僧

侶

の

真

価

が

問

わ

れ

て

い

る

。 
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註 
1 

東

北

教

区

現

地

緊

急

災

害

対

策

本

部

「

東

北

教

区

災

害

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

活

動

に

つ

い

て

」 
2

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

仙

台

別

院

副

輪

番

廣

川

明

秀

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

五

日

、
仙

台

別

院

、
宮

城

県

仙

台

市

青

葉

区

支

倉

町

一

番

二

十

七

号 
 

3 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

仙

台

別

院

職

員

Ｈ

氏

の

話

、

二

〇

一

六

年

十

月

二

十

六

日

、

仙

台

別

院

、

宮

城

県

仙

台

市

青

葉

区

支

倉

町

一

番

二

十

七

号 
4

東

北

教

区

現

地

緊

急

災

害

対

策

本

部

「

東

北

教

区

災

害

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

活

動

に

つ

い

て

」 

 5

鍋

島

直

樹

『

死

別

の

悲

し

み

ー

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

ー

』

二

〇

頁 
 

6 

東

北

教

区

現

地

緊

急

災

害

対

策

本

部

「

東

北

教

区

災

害

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

の

活

動

に

つ

い

て

」 
7 

金

澤

豊

「

震

災

復

興

支

援

活

動(

下)

―

宗

教

者

と

し

て

の

学

び

と

気

づ

き

」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

五

年

五

月

号

、

一

七

六

頁 
8 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

仙

台

別

院

副

輪

番

廣

川

明

秀

氏

の

話

、

二

〇

一

六

年

十

月

二

十

五

日

、

仙

台

別

院

、

宮

城

県

仙

台

市

青

葉

区

支

倉

町

一

番

二

十

七

号 
9 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

専

能

寺

住

職

足

利

一

之

氏

の

話

、

二

〇

一

六

年

十

月

二

十

八

日

、

専

能

寺

、

宮

城

県

仙

台

市

宮

城

野

区

蒲

生

鍋

沼

十

六 
1
0 

脇

谷

暁

融

、

杉

原

真

『

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

』

三

頁 
1
1 

脇

谷

暁

融

、

杉

原

真

『

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

』

五

頁 
1
2 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

専

能

寺

住

職

足

利

一

之

氏

、
同

坊

守

足

利

由

美

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

八

日

、
専

能

寺

、
宮

城

県

仙

台

市

宮

城

野

区

蒲

生

鍋

沼

十

六 
1
3 

脇

谷

暁

融

、

杉

原

真

『

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

』

十

一

頁 
1
4 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

専

能

寺

住

職

足

利

一

之

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

八

日

、
専

能

寺

、
宮

城

県

仙

台

市

宮

城

野

区

蒲

生

鍋

沼

十

六 
1
5 

藤

丸

智

雄

『

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶 

東

日

本

大

震

災

被

災

地

の

声

を

聴

く

』

十

七

頁

、

二

〇

頁 
1
6 

河

北

新

報

社

編

集

局

編

『

挽

歌

の

宛

先 

祈

り

と

震

災

』

六

十

八

～

六

十

九

頁 
1
7 

曹

洞

宗

普

門

寺

副

住

職

高

橋

悦

堂

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

六

日

、
箱

塚

屋

敷

仮

設

住

宅

、
宮

城

県

名

取

市

手

倉

田

字

箱

塚

屋

敷

三

番

地

の

二 
1
8 

箱

塚

桜

仮

設

住

宅

住

民

Ａ

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

五

日

、
箱

塚

桜

団

地

、
宮

城

県

名

取

市

箱

塚

一

丁

目

十

二

番

十

三

号 
1
9 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

高

岡

教

区

仏

教

婦

人

会

会

員

Ｂ

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

五

日

、
箱

塚

桜

団

地

、
宮

城

県

名

取

市

箱

塚

一

丁

目

十

二

番

十

三

号 
2
0 

東

北

教

区

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

セ

ン

タ

ー

職

員

Ａ

．
Ｙ

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

五

日

、
箱

塚

桜

団

地

、
宮

城

県

名

取

市

箱

塚

一

丁

目

十

二

番

十

三

号 

コピー厳禁コピー厳禁
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2
1 

梶

葉

子

「

臨

床

宗

教

師

と

と

も

に

歩

む

最

期

」
『

週

刊

朝

日

』

二

〇

一

六

年

二

月

十

九

日

号

、

八

十

四

～

八

十

五

頁 
2
2 

鍋

島

直

樹

「

臨

床

宗

教

師

研

修

の

目

的

と

特

色

」
『

真

宗

学

』

一

三

二

、

一

五

頁 
2
3 

高

橋

原

「

宗

教

者

に

よ

る

心

の

ケ

ア

の

課

題

と

可

能

性

―

臨

床

宗

教

師

養

成

の

試

み

―

」
『

宗

務

時

報

』

一

一

七

、

三

十

四

頁 
2
4 

高

橋

原

「

宗

教

者

に

よ

る

心

の

ケ

ア

の

課

題

と

可

能

性

―

臨

床

宗

教

師

養

成

の

試

み

―

」
『

宗

務

時

報

』

一

一

七

、

三

十

四

頁 
2
5 

曹

洞

宗

普

門

寺

副

住

職

高

橋

悦

堂

氏

の

話

、
二

〇

一

六

年

十

月

二

十

六

日

、
箱

塚

屋

敷

仮

設

住

宅

、
宮

城

県

名

取

市

手

倉

田

字

箱

塚

屋

敷

三

番

地

の

二 
2
6 

河

北

新

報

社

編

集

局

編

『

挽

歌

の

宛

先 

祈

り

と

震

災

』

一

五

〇

頁 
2
7 

河

北

新

報

社

編

集

局

編

『

挽

歌

の

宛

先 

祈

り

と

震

災

』

一

五

八

～

一

六

〇

頁 
2
8 

鍋

島

直

樹

「

臨

床

宗

教

師

研

修

の

目

的

と

特

色

」
『

真

宗

学

』

一

三

二

、

十

頁 
2
9 

大

河

内

大

博

「
〈

書

評

〉

谷

山

洋

三

著

『

医

療

者

と

宗

教

者

の

た

め

の

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

臨

床

宗

教

師

の

視

点

か

ら

』
」
『

宗

教

と

社

会

貢

献

６

（

２

）
』

六

十

二

頁 
3
0 

田

畑

正

久

『

老

・

病

・

死

の

現

場

か

ら

』

四

十

七

頁 
3
1 

本

願

寺

出

版

社

『

歎

異

抄 

現

代

語

訳

付

き

』

二

十

四

頁 
3
2 

内

藤

知

康

『

や

わ

ら

か

な

眼

』

一

四

八

～

一

四

九

頁 
3
3 

木

越

康

『

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

は

親

鸞

の

教

え

に

反

す

る

の

か

』

六

十

二

～

六

十

三

頁 
3
4 

浅

井

成

海

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

三

帖

和

讃Ⅲ
正

像

末

和

讃

』

一

一

七

～

一

八

三

頁 
3
5 

梯

實

圓

『

生

死

を

包

む

も

の

』

四

十

八

～

四

十

九

頁 

 

参

考

文

献 

書

籍 ・

浅

井

成

海

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

三

帖

和

讃Ⅲ

正

像

末

和

讃

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

四

年 

・

五

十

嵐

大

策

『

真

宗

に

お

け

る

信

心

と

念

仏

第

一

巻

』
、

永

田

文

昌

堂

、

一

九

八

一

年 

・

池

上

彰

『

池

上

彰

の

宗

教

が

わ

か

れ

ば

世

界

が

見

え

る

』
、

文

春

文

庫

、

二

〇

一

一

年 

・

石

井

光

太

『

祈

り

の

現

場 

悲

劇

と

向

き

合

う

宗

教

者

と

の

対

話

』
、

サ

ン

ガ

、

二

〇

一

五

年 

・

稲

場

圭

信

、

黒

崎

浩

行

『

震

災

復

興

と

宗

教

』
、

明

石

書

店

、

二

〇

一

三

年 

・

大

谷

光

淳

『

あ

り

の

ま

ま

に

、

ひ

た

む

き

に 

不

安

な

今

を

生

き

る

』
、

Ｐ

Ｈ

Ｐ

研

究

所

、

二

〇

一

六

年 

・

梯

實

圓

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

歎

異

抄

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

一

九

九

五

年 

・

梯

實

圓

『

生

死

を

包

む

も

の

』
、

百

華

苑

、

二

〇

〇

四

年 

・

河

北

新

報

社

編

集

局

編

『

挽

歌

の

宛

先 

祈

り

と

震

災

』
、

公

人

の

友

社

、

二

〇

一

六

年 

・

勧

学

寮

編

『

浄

土

三

部

経

と

七

祖

の

教

え

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

四

年 

・

木

越

康

『

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

は

親

鸞

の

教

え

に

反

す

る

の

か

』
、

法

藏

館

、

二

〇

一

六

年 

コピー厳禁コピー厳禁
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・

北

塔

光

昇

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

三

帖

和

讃Ⅱ

高

僧

和

讃

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

〇

年 
・

黒

田

覚

忍

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

三

帖

和

讃Ⅰ

浄

土

和

讃

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

六

年 
・

国

際

宗

教

研

究

所

『

現

代

宗

教

２

０

１

３

』
、

秋

山

書

店

、

二

〇

一

三

年 

・

佐

々

木

恵

雲

『

臨

床

現

場

の

死

生

学

―

関

係

性

に

み

る

生

と

死

』
、

法

藏

館

、

二

〇

一

二

年 

・

佐

々

木

恵

雲

『

生

死

と

医

療

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

六

年 

・

信

楽

峻

麿

『

親

鸞

と

そ

の

思

想

』
、

法

藏

館

、

二

〇

〇

五

年 

・
浄

土

真

宗

本

願

寺

派

阪

神
・
淡

路

大

震

災

記

録

誌

編

集

委

員

会
『

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

阪

神
・
淡

路

大

震

災

の

記

録

』
、
浄

土 

真

宗

本

願

寺

派

、

一

九

九

八

年 

・

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

『

浄

土

真

宗

聖

典

（

註

釈

版

）

第

二

版

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

一

年 

・

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

『

浄

土

真

宗

聖

典 

顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類

（

現

代

語

訳

）
』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

一

年 

・
浄

土

真

宗

本

願

寺

派
『

東

日

本

大

震

災 

そ

の

時

、
そ

し

て

復

興

へ

～

結

ぶ

絆

か

ら

、
広

が

る

ご

縁

へ

～

』
、
本

願

寺

出

版

社 

二

〇

一

四

年 

・

田

代

俊

孝

『

親

鸞

思

想

の

再

発

見 

現

代

人

の

仏

教

体

験

の

た

め

に

』
、

法

蔵

館

、

二

〇

一

六

年 

・

田

畑

正

久

『

老

・

病

・

死

の

現

場

か

ら

』
、

法

藏

館

、

二

〇

〇

一

年 

・

田

畑

正

久

『

医

療

文

化

と

仏

教

文

化

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

五

年 

・

田

畑

正

久

『

医

者

が

仏

教

に

出

遇

っ

た

ら

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

六

年 

・

千

葉

乗

隆

『

親

鸞

聖

人

も

の

が

た

り

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

九

年 

・

内

藤

知

康

『

や

わ

ら

か

な

眼

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

〇

五

年 

・

内

藤

知

康

『

聖

典

セ

ミ

ナ

ー

一

念

多

念

文

意

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

四

年 

・

長

倉

伯

博

『

ミ

ト

ル

ヒ

ト

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

五

年 

・
鍋

島

直

樹

、
内

藤

知

康

編
『

龍

谷

パ

ド

マ

１

２

い

の

ち

の

重

さ

を

見

つ

め

て

ー

自

死

の

悲

し

み

と

死

を

超

え

た

慈

愛

』
、
龍

谷 

大

学

人

間

・

科

学

・

宗

教

オ

ー

プ

ン

・

リ

サ

ー

チ

・

セ

ン

タ

ー

、

二

〇

〇

九

年 

・

鍋

島

直

樹

『

死

別

の

悲

し

み

ー

ビ

ハ

ー

ラ

の

心

を

求

め

て

ー

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

五

年 
 

・

藤

丸

智

雄

『

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

僧

侶 

東

日

本

大

震

災

被

災

地

の

声

を

聴

く

』
、

同

文

舘

出

版

、

二

〇

一

三

年 

・

本

願

寺

出

版

社

『

歎

異

抄 

現

代

語

訳

付

き

』
、

本

願

寺

出

版

社

、

二

〇

一

五

年 

・

本

多

雅

人

『

愚

に

帰

る 

悲

し

み

の

ま

ま

に

開

か

れ

る

世

界

』

真

宗

大

谷

派

名

古

屋

別

院

、

二

〇

一

四

年 

・

三

木

英

『

宗

教

と

震

災 

阪

神

・

淡

路

、

東

日

本

の

そ

れ

か

ら

』
、

森

話

社

、

二

〇

一

五

年 

・

村

上

速

水

『

親

鸞

読

本

―

そ

の

人

間

像

の

追

求

―

』
、

百

華

苑

、

二

〇

〇

〇

年 

・

村

上

速

水

『

親

鸞

教

義

と

そ

の

背

景

』
、

永

田

文

昌

堂

、

二

〇

一

二

年 

・

吉

田

利

康

『

悲

し

み

を

抱

き

し

め

て 

グ

リ

ー

フ

ケ

ア

お

こ

と

わ

り

』
、

日

本

評

論

社

、

二

〇

一

三

年 

・

龍

谷

大

学

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

N
P
O

活

動

セ

ン

タ

ー

『

龍

谷

大

学

東

日

本

大

震

災

復

興

支

援

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

報

告

書

（

２

０ 
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１

１

年

～

２

０

１

５

年

）
』
、

糺

書

房

、

二

〇

一

五

年 
・

脇

谷

暁

融

、

杉

原

真

『

真

宗

震

災

支

援

ネ

ッ

ト

』
、

妙

覚

寺

、

二

〇

一

五

年 

 論

文 ・

吾

勝

常

行

「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

お

け

る

真

宗

者

の

心

理

的

配

慮

の

一

考

察

」
『

真

宗

学

』

一

二

六

、

二

〇

一

二

年 

・

石

井

研

士

「

世

論

調

査

か

ら

見

た

近

年

の

日

本

人

の

宗

教

意

識

と

宗

教

行

動

」
『

宗

務

時

報

』

九

十

六

、

一

九

九

五

年 

・

岡

村

青

「

―

東

日

本

大

震

災

か

ら

５

年

―

激

甚

災

害

か

ら

復

興

す

る

寺

院

（

い

わ

き

市

）
」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

六

年

六

月 

号

、

二

〇

一

六

年 

・
金

澤

豊
「

震

災

復

興

支

援

活

動(

上)

―

宗

教

者

と

し

て

の

学

び

と

気

づ

き

」
『

大

法

輪

』
二

〇

一

五

年

五

月

号

、
二

〇

一

五

年 

・
金

澤

豊
「

震

災

復

興

支

援

活

動(

下)

―

宗

教

者

と

し

て

の

学

び

と

気

づ

き

」
『

大

法

輪

』
二

〇

一

五

年

五

月

号

、
二

〇

一

五

年 

・

岸

野

亮

哉

「

お

寺

の

あ

り

か

た

、

僧

侶

の

姿

（

上

）
」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

三

年

六

月

号

、

二

〇

一

三

年 

・

岸

野

亮

哉

「

お

寺

の

あ

り

か

た

、

僧

侶

の

姿

（

下

）
」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

三

年

七

月

号

、

二

〇

一

三

年 

・

岸

野

亮

哉

「

あ

か

り

（

下

）
」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

五

年

五

月

号

、

二

〇

一

五

年 

・

岸

野

亮

哉

「

慈

し

み

」

―

身

元

不

明

の

遺

骨

を

預

か

る

寺

院

『

大

法

輪

』

二

〇

一

三

年

二

月

号

、

二

〇

一

三

年 

・

岸

野

亮

哉

「

道

」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

三

年

三

月

号

、

二

〇

一

三

年 

・

櫻

井

義

秀

「

人

口

減

少

社

会

に

お

け

る

心

の

あ

り

方

と

宗

教

の

役

割

」
『

宗

務

時

報

』

一

一

五

、

二

〇

一

三

年 

・
高

橋

原
「

宗

教

者

に

よ

る

心

の

ケ

ア

の

課

題

と

可

能

性

―

臨

床

宗

教

師

養

成

の

試

み

」
『

宗

務

時

報

』
一

一

七

、
二

〇

一

四

年 

・

高

橋

原

「

臨

床

宗

教

師

の

可

能

性

―

被

災

地

に

お

け

る

心

霊

現

象

の

問

題

を

め

ぐ

っ

て

」
『

現

代

宗

教

２

０

１

３

』
、

二

〇

一 

 

三

年 

・

鍋

島

直

樹

「

臨

床

宗

教

師

研

修

の

目

的

と

特

色

」
『

真

宗

学

』

一

三

二

、

二

〇

一

五

年 

・

松

尾

剛

次

「

近

世

の

仏

教

再

考

〈

１

〉

近

世

仏

教

墜

落

史

観

の

見

直

し

」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

三

年

六

月

号

、

二

〇

一

三

年 

・

山

本

宗

補

「

被

災

地

で

出

会

っ

た

青

年

僧

と

仲

間

た

ち

」
『

大

法

輪

』

二

〇

一

三

年

一

月

号

、

二

〇

一

三

年 

 

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト 

・

曹

洞

宗

公

式

サ

イ

ト

・

曹

洞

禅

ネ

ッ

ト

、
「h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
o
t
o
z
e
n
-
n
e
t
.
o
r
.
j
p
/
t
e
q
w
/
j
2
0
1
3
0
8
0
8
.
h
t
m
l

」
、

二

〇

一

六

年

一 

二

月

二

十

五

日

閲

覧 

・

宮

城

県

復

興

応

援

ブ

ロ

グ

コ

コ

ロ

プ

レ

ス

、
「h

t
t
p
:
/
/
k
o
k
o
r
o
p
r
e
s
s
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
j
p
/
2
0
1
2
/
0
2
/
1
.
h
t
m
l

」

二

〇

一

六

年

一

二 

月

二

十

五

日

閲

覧 

コピー厳禁コピー厳禁

http://www.sotozen-net.or.jp/teqw/j20130808.html
http://kokoropress.blogspot.jp/2012/02/1.html

