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1 
 

序

論 
近

年

、
「
ビ

ハ

ー

ラ

活

動

」
が

注

目

を

集

め

て

い

る

。
「
ビ

ハ

ー

ラ

」
と

い

う

言

葉

は

、
古

代

イ

ン

ド

の

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

で
「

精

舎

・

僧

院

」
「

身

心

の

安

ら

ぎ

・

く

つ

ろ

ぎ

」
「

休

息

の

場

所

」

を

意

味

す

る

。
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

は

、

田

宮

仁

に

よ

っ

て

一

九

八

五

年

に

提

唱

さ

れ

、

そ

れ

以

降

、

さ

ま

ざ

ま

な

展

開

を

経

て

今

日

に

至

っ

て

い

る

。

こ

こ

で

、

田

宮

氏

は

な

ぜ

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

を

提

唱

し

た

の

か

、

何

が

き

っ

か

け

と

な

っ

た

の

か

を

考

え

な

が

ら

、

同

氏

に

よ

っ

て

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

が

提

唱

さ

れ

て

か

ら

今

に

至

る

ま

で

の

経

過

を

追

っ

て

い

き

た

い

。
ま

た

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

」
に

は

、
医

療

と

仏

教

の

関

わ

り

が

深

く

関

係

し

て

い

る

。
医

療

と

仏

教

は

共

に

生

・

老

・

病

・

死

を

課

題

と

し

て

い

る

が

、

医

療

は

、

病

気

を

治

す

と

い

う

こ

と

に

主

眼

が

置

か

れ

て

き

た

為

に

、

患

者

や

そ

の

家

族

の

心

の

ケ

ア

が

十

分

と

は

言

い

難

い

と

い

う

の

が

現

状

で

あ

る

。

だ

か

ら

こ

そ

、

仏

教

が

医

療

の

現

場

に

加

わ

る

こ

と

で

患

者

や

そ

の

家

族

の

心

の

ケ

ア

を

行

っ

て

い

く

こ

と

が

必

要

に

な

る

。

医

療

と

仏

教

が

協

働

す

る

に

は

ど

う

し

た

ら

い

い

の

か

、

医

療

と

仏

教

の

生

・

老

・

病

・

死

へ

の

課

題

と

現

状

を

含

め

て

考

え

て

い

く

。

そ

し

て

、

高

齢

化

が

急

速

に

進

行

し

、

病

院

で

亡

く

な

る

人

が

増

加

し

て

い

る

日

本

の

現

状

に

お

け

る

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

」

の

今

後

に

つ

い

て

考

え

て

い

き

た

い

。 

   

第

一

章 

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

つ

い

て 

第

一

節 

ビ

ハ

ー

ラ

の

誕

生

と

展

開 

コピー厳禁



2 
 

 
序

論

で

も

述

べ

た

が

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

と

い

う

言

葉

は

、

古

代

イ

ン

ド

の

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

で

「

精

舎

・

僧

院

」
「

身

心

の

安

ら

ぎ

・

く

つ

ろ

ぎ

」
「

休

息

の

場

所

」

を

意

味

し

て

お

り

、

一

九

八

五

年

に

ホ

ス

ピ

ス

・

ケ

ア

の

精

神

に

学

び

、
「

仏

教

を

背

景

と

し

た

タ

ー

ミ

ナ

ル
・
ケ

ア
（

終

末

期

医

療

）
施

設

」
の

呼

称

と

し

て

田

宮

仁

が

提

唱

し

た

こ

と

に

始

ま

る

。
こ

こ

で

は

、
「
ビ

ハ

ー

ラ

」

が

提

唱

さ

れ

る

ま

で

の

過

程

を

ふ

ま

え

て

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

が

ど

の

よ

う

に

誕

生

し

た

の

か

、

ま

た

、

ど

の

よ

う

に

展

開

し

て

い

っ

た

の

か

を

見

て

い

く

。 

福

永

憲

子

氏

の

『

最

期

に

ビ

ハ

ー

ラ

は

何

が

で

き

る

か

ー

日

本

的

看

取

り

と

ビ

ハ

ー

ラ

の

展

開

―

』

に

は 

 
 

 

わ

が

国

に

お

け

る

終

末

期

医

療

は

、

当

初

「

タ

ー

ミ

ナ

ル

・

ケ

ア

」

と

表

現

さ

れ

、

増

加

す

る

一

方

で

あ

っ

た

が

ん

患

者

に

対

応

す

る

た

め

に

、

一

九

八

〇

年

代

初

頭

に

は

ホ

ス

ピ

ス

病

棟

が

相

次

い

で

開

設

さ

れ

、

一

九

八

一

年

に

日

本

で

初

め

て

の

ホ

ス

ピ

ス

で

あ

る

聖

隷

三

方

原

病

院

が

誕

生

し

た

。1 

と

あ

る

が

、
「

ホ

ス

ピ

ス

」
は

、
キ

リ

ス

ト

教

の

思

想

を

背

景

と

し

た
「

タ

ー

ミ

ナ

ル

・

ケ

ア

」
の

こ

と

で

あ

り

、
身

体

的

な

痛

み

だ

け

で

な

く

、

精

神

的

・

社

会

的

・

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

も

含

め

た

痛

み

か

ら

の

解

放

を

目

指

し

た

も

の

で

、

対

象

は

痛

み

を

持

つ

本

人

だ

け

で

な

く

家

族

も

含

ま

れ

る

ト

ー

タ

ル

に

ケ

ア

を

す

る

施

設

の

こ

と2

で

あ

る

。
「

ホ

ス

ピ

ス

」

を

こ

の

よ

う

に

表

現

し

た

の

は

、

医

師

の

シ

シ

リ

ー

・

ソ

ン

ダ

ー

ス

で

あ

り

、

一

九

六

七

年

に

、

初

め

て

医

療

と

宗

教

を

統

合

し

た

「

聖

・

ク

リ

ス

ト

フ

ァ

ー

・

ホ

ス

ピ

ス

」

を

設

立

し

た

。 

で

は

、

ソ

ン

ダ

ー

ス

に

よ

る

ホ

ス

ピ

ス

設

立

と

宗

教

的

な

ケ

ア

の

導

入

に

至

っ

た

き

っ

か

け

は

何

か

を

見

て

い

き

た

い

。

そ

れ

は

、

友

人

と

父

の

相

次

ぐ

死

か

ら

「

人

が

生

き

る

意

味

を

考

え

た

」

こ

と

に

由

来

す

る

。

福

永

氏

の

『

最

期

に

ビ

ハ

ー

ラ

は

何

が

コピー厳禁



3 
 

で

き

る

か

』

で

は

、 

 
ソ

ン

ダ

ー

ス

は

、

二

人

称

の

死

の

経

験

は

、

自

身

の

や

り

場

の

な

い

怒

り

な

ど

の

感

情

を

吸

収

す

る

も

の

は

精

神

科

医

で

も

な

く

、
心

理

学

で

も

な

く
「

宗

教

に

拠

り

所

を

見

出

す

こ

と

の

方

が

多

か

っ

た

」
と

述

べ

て

い

る

。
人

の

死

の

ケ

ア

に

対

し

、

精

神

科

医

や

心

理

士

の

援

助

が

必

ず

し

も

有

効

で

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

医

療

の

現

場

で

あ

っ

て

も

、

宗

教

に

よ

っ

て

慰

め

や

救

い

が

得

ら

れ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

と

い

う

経

験

知

が

宗

教

的

ケ

ア

の

導

入

の

動

機

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。3 

と

書

か

れ

て

い

る

。 

ソ

ン

ダ

ー

ス

に

よ

る
「

ホ

ス

ピ

ス

」
は

世

界

に

広

ま

り

、
日

本

で

も

仏

教

者

に

よ

る

ホ

ス

ピ

ス

に

相

当

す

る

活

動

に

つ

い

て
「

仏

教

ホ

ス

ピ

ス

」

と

い

う

表

現

が

な

さ

れ

て

い

た

。

そ

し

て

、

日

本

に

お

い

て

一

九

八

一

年

に

聖

隷

三

方

原

病

院

が

設

立

さ

れ

、

一

九

八

二

年

に

は

淀

川

キ

リ

ス

ト

教

病

院

が

設

立

さ

れ

た

。
し

か

し

、
「

ホ

ス

ピ

ス

」
は

、
キ

リ

ス

ト

教

の

思

想

を

背

景

と

し

た
「

タ

ー

ミ

ナ

ル

・

ケ

ア

」

を

行

う

も

の

で

あ

り

、

一

方

で

日

本

は

仏

教

が

主

要

な

伝

統

的

宗

教

の

一

つ

と

し

て

根

付

い

て

い

る

国

で

あ

る

。

田

宮

氏

の

『
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

の

提

唱

と

展

開

』

に

は 

田

宮

仁

は

、

仏

教

の

伝

わ

っ

た

国

々

に

お

い

て

仏

教

の

立

場

か

ら

共

通

に

「

仏

教

を

背

景

と

し

た

タ

ー

ミ

ナ

ル

ケ

ア

施

設

の

呼

称

」

と

し

て

使

用

で

き

る

も

の

に

し

た

い

と

い

う

願

い

を

持

っ

て

お

り

、

仏

教

が

伝

わ

っ

た

国

々

の

ど

こ

で

も

使

え

る

サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

語

で

病

院

や

施

設

を

表

す

適

当

な

言

葉

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

と

い

う

言

葉

を

選

択

し

、

提

唱

に

至

っ

た

。4 

 

と

書

か

れ

て

お

り

、
こ

の

こ

と

の

背

景

に

は

、
仏

教

を

葬

式

仏

教

と

揶

揄

す

る

風

潮

が

あ

っ

た

こ

と

も

挙

げ

ら

れ

る

の

だ

が5

、
こ

の

点

に

つ

い

て

は

第

二

章

で

述

べ

て

い

き

た

い

。 

コピー厳禁
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以

上

の

こ

と

か

ら

、

田

宮

氏

に

よ

る

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

の

提

唱

は

、

ソ

ン

ダ

ー

ス

に

よ

る

医

療

と

宗

教

を

統

合

し

た

「

ホ

ス

ピ

ス

」 
が

大

き

な

き

っ

か

け

と

な

っ

て

お

り

、

ソ

ン

ダ

ー

ス

に

よ

る

「

ホ

ス

ピ

ス

」

の

提

唱

が

あ

っ

た

か

ら

こ

そ

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

が

誕

生

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

田

宮

氏

は

、

ビ

ハ

ー

ラ

運

動

を

宗

派

を

超

え

た

、

日

本

仏

教

全

体

を

視

野

に

お

さ

め

た

運

動

で

あ

ら

ね

ば

な

ら

な

い

と

し

、

仏

教

徒

が

、
仏

教

者

が

、
仏

教

に

関

心

が

あ

る

人

が

誰

で

も

、
た

と

え

一

人

で

も

参

画

で

き

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い6

と

ビ

ハ

ー

ラ

運

動

を

展

開

し

て

い

っ

た

。 

田

宮

氏

は

、
一

九

八

六

年

に

佛

教

大

学

で
「

仏

教

と

タ

ー

ミ

ナ

ル

ケ

ア

に

関

す

る

研

究

」
を

三

期

八

年

に

わ

た

っ

て

行

い7

、
一

九

九

三

年

に

は

、

佛

教

大

学

で

ビ

ハ

ー

ラ

僧

養

成

の

為

に

仏

教

学

科

専

攻

科

に

仏

教

看

護

（

ビ

ハ

ー

ラ

）

コ

ー

ス

を

開

講

し

た

。

そ

し

て

、

日

本

で

初

め

て

の

終

末

期

ケ

ア

を

行

う

施

設

で

あ

る

長

岡

西

病

院

の

ビ

ハ

ー

ラ

病

棟

が

、

一

九

九

二

年

に

開

設

さ

れ

た

。 

 

第

二

節 

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

意

義

と

親

鸞

思

想 

 

次

に

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

詳

し

く

見

て

い

く

。

田

宮

氏

は

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

を

提

唱

し

た

際

に

、

誰

も

が

抱

え

る

「

生

・

老

・

病

・

死

」

の

苦

悩

に

つ

い

て

、

医

療

や

福

祉

と

共

に

、

仏

教

徒

も

責

任

を

も

っ

て

応

え

て

い

き

た

い

と

い

う

願

い

を

込

め

て

三

つ

の

理

念

を

掲

げ

た

。 

 
 

（

一

）
限

り

あ

る

生

命

の

、
そ

の

限

り

の

短

さ

を

知

ら

さ

れ

た

人

が

、
静

か

に

自

身

を

見

つ

め

、
ま

た

見

守

ら

れ

る

場

で

あ

る

。 

 
 

（

二

）

利

用

者

本

人

の

願

い

を

軸

に

看

取

り

と

医

療

が

行

わ

れ

る

場

で

あ

る

。

そ

の

た

め

に

十

分

な

医

療

行

為

が

可

能

な

医

療 

コピー厳禁
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行

為

が

可

能

な

医

療

機

関

に

直

結

し

て

い

る

必

要

が

あ

る

。 

 
 

（

三

）

願

わ

れ

た

生

命

の

尊

さ

に

気

づ

か

さ

れ

た

人

が

集

う

、

仏

教

を

基

礎

と

し

た

小

さ

な

共

同

体

で

あ

る

（

た

だ

し

利

用

者 

本

人

や

そ

の

ご

家

族

が

い

か

な

る

信

仰

を

も

た

れ

て

い

て

も

自

由

で

あ

る

）
。8 

こ

の

三

つ

の

理

念

に

は

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

の

目

的

と

ケ

ア

の

対

象

が

含

め

ら

れ

て

い

る

。 

目

的

は

、

利

用

者

が

ビ

ハ

ー

ラ

の

ス

タ

ッ

フ

や

家

族

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

に

よ

っ

て

、

た

と

え

誰

も

い

な

い

場

合

で

も

ベ

ッ

ド

の

傍 

に

誰

か

が

い

る

時

に

は

そ

の

人

を

も

含

め

て
「

仏

に

よ

っ

て

見

守

ら

れ

て

い

る

」
こ

と

で

あ

る

。
ま

た

、
「

看

取

り

と

医

療

」
を

行

う

こ

と

も

目

的

と

し

て

い

る

。 

次

に

ケ

ア

の

対

象

は

、「
緩

和

ケ

ア

病

棟

」
と

し

て

は

末

期

癌

患

者

や

末

期

の

エ

イ

ズ

患

者

を

対

象

に

し

て

い

る

が

、「
ビ

ハ

ー

ラ

」 

で

は

、
「

限

り

あ

る

生

命

の

、
そ

の

限

り

の

短

さ

を

知

ら

さ

れ

た

人

」
と

い

う

こ

と

で

、
死

に

臨

ん

だ

全

て

の

人

が

基

本

的

に

対

象

と

さ

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

、

最

終

的

に

は

よ

り

広

く

「

願

わ

れ

た

生

命

の

尊

さ

に

気

づ

か

さ

れ

た

人

」

と

い

う

こ

と

で

「

生

き

と

し

生

け

る

も

の

」

全

て

が

、
「

い

の

ち

」

あ

る

も

の

全

て

が

対

象

と

な

る

。
（

し

か

し

、

一

九

九

二

年

開

設

の

長

岡

西

病

院

ビ

ハ

ー

ラ

病

棟

に

お

い

て

の

実

際

は

、

緩

和

ケ

ア

病

棟

と

し

て

の

認

可

の

た

め

に

、

主

と

し

て

末

期

癌

患

者

を

対

象

に

し

て

い

る

） 

こ

れ

ま

で

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

の

理

念

や

、

目

的

、

ケ

ア

の

対

象

な

ど

に

つ

い

て

見

て

き

た

よ

う

に

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

」

は

「

看

取

り

」 

と

い

う

こ

と

が

重

視

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

ビ

ハ

ー

ラ

・

ケ

ア

に

お

け

る

「

看

取

り

」

は

「

看

護

」

と

「

摂

取

不

捨

（

摂

め

取

っ

て

捨

て

な

い

）
」9

の

「

看

」

と

「

取

」

が

合

わ

さ

っ

た

「

看

取

り

」

で

あ

り

、
「

救

い

」

を

伴

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

を

意

味

す

る

。
ま

た

、
「
看

取

り

」
は

、
「
そ

こ

に

い

る

こ

と

」
「
患

者

の

発

言

を

否

定

せ

ず

に

黙

っ

て

聞

く

こ

と

」
が

基

本

で

あ

る

。

コピー厳禁
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悩

め

る

人

は

、

自

分

の

悩

み

に

対

す

る

解

決

策

を

求

め

て

い

る

の

で

は

な

く

、

自

分

の

悩

み

を

そ

ば

で

聞

い

て

く

れ

る

誰

か

を

求

め

る

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。
「

看

取

り

」
と

似

た

意

味

を

も

つ
「

傾

聴

」
と

い

う

言

葉

が

あ

る

。
淀

川

キ

リ

ス

ト

教

病

院

の

ホ

ス

ピ

ス

部

長

で

あ

る

池

永

昌

之

氏

は

、

ホ

ス

ピ

ス

に

お

い

て

多

く

の

末

期

癌

の

方

々

の

お

世

話

を

さ

れ

る

中

で

「

傾

聴

」

を

重

要

視

し

て

い

る

。

こ

の

「

傾

聴

」

は

、

ケ

ア

の

世

界

で

は

よ

く

使

わ

れ

る

言

葉

で

あ

り

、

答

え

が

必

要

な

の

で

は

な

く

、

そ

の

悔

し

さ

を

受

け

止

め

る

こ

と

で

あ

る

。

池

永

氏

は

、 

我

々

専

門

職

と

し

て

は

、

患

者

の

方

か

ら

何

か

問

わ

れ

た

時

に

何

と

か

答

え

を

提

供

し

よ

う

と

考

え

る

。

し

か

し

、

患

者

の

方

自

身

は

、
何

か

答

え

が

欲

し

い

わ

け

で

は

な

い

。
そ

の

つ

ら

い

や

る

せ

な

い

悔

し

い

気

持

ち

を

と

に

か

く

聞

い

て

欲

し

い

の

だ

。

し

っ

か

り

聞

く

と

い

う

事

が

大

き

な

支

え

に

な

っ

て

い

る

。1
0 

と

述

べ

て

い

る

。
だ

か

ら

、
看

取

り

の

基

本

で

あ

る
「

そ

ば

に

い

る

こ

と

」
「

患

者

の

発

言

を

否

定

せ

ず

に

黙

っ

て

聞

く

こ

と

」
に

よ

っ

て

患

者

に

安

心

感

を

与

え

る

こ

と

が

出

来

る

。 

以

上

の

よ

う

な

こ

と

は

、

親

鸞

思

想

の

上

に

も

み

る

こ

と

が

出

来

る

。

で

は

、

親

鸞

思

想

の

ど

こ

に

そ

の

よ

う

な

特

徴

を

み

る

こ 

と

が

出

来

る

の

か

を

次

に

確

認

し

て

い

く

。 

親

鸞

は

、

仏

は

悩

め

る

も

の

を

そ

の

ま

ま

で

今

こ

こ

に

お

い

て

摂

取

す

る

と

説

い

て

お

り

、

現

生

正

定

聚

を

強

調

し

た

。

現

生

正 

定

聚

と

は

、

死

後

で

は

な

く

、

今

こ

の

人

生

に

お

い

て

仏

に

救

わ

れ

る

と

い

う

意

味

で

あ

る

。 

往

相

回

向

の

心

行

を

獲

れ

ば

、

即

の

と

き

に

大

乗

正

定

聚

の

数

に

入

る

な

り

。1
1 

真

実

信

心

の

行

人

は

、
摂

取

不

捨

の

ゆ

ゑ

に

正

定

聚

の

位

に

住

す

。
こ

の

ゆ

ゑ

臨

終

ま

つ

こ

と

な

し

、
来

迎

た

の

む

こ

と

な

し

。 

コピー厳禁
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信

心

の

定

ま

る

と

き

往

生

ま

た

定

ま

る

な

り

。

来

迎

の

儀

則

を

ま

た

ず

。1
2 

こ

の

よ

う

に

親

鸞

は

、
信

心

が

定

ま

り

、
必

ず

仏

に

成

る

こ

と

が

決

定

す

る

の

は

、
臨

終

の

時

で

は

な

く

、
平

生

の

時

で

あ

る

と

し

、

釈

迦

如

来

・

阿

弥

陀

如

来

の

は

か

ら

い

に

よ

っ

て

信

心

が

定

ま

る

と

し

た

。 

さ

ら

に

、

親

鸞

は

、

死

を

受

け

容

れ

ら

れ

な

い

人

に

対

し

て

、

そ

の

ま

ま

で

仏

は

摂

取

す

る

と

し

、

死

と

仏

の

大

悲

に

つ

い

て 

 

ま

こ

と

に

よ

く

よ

く

煩

悩

の

興

盛

に

候

に

こ

そ

。

な

ご

り

を

し

く

お

も

へ

ど

も

、

娑

婆

の

縁

つ

き

て

、

ち

か

ら

な

く

し

て

を

は 

る

と

き

に

、

か

の

土

へ

は

ま

ゐ

る

べ

き

な

り

。

い

そ

ぎ

ま

ゐ

り

た

き

こ

こ

ろ

な

き

も

の

を

、

こ

と

に

あ

は

れ

み

た

ま

ふ

な

り

。 

こ

れ

に

つ

け

て

こ

そ

、

い

よ

い

よ

大

悲

大

願

は

た

の

も

し

く

、

往

生

は

決

定

と

存

じ

候

へ

。1
3 

と

記

し

て

い

る

。

仏

は

、

臨

終

ま

で

残

る

不

安

や

寂

し

さ

を

抱

え

た

ま

ま

で

救

っ

て

く

だ

さ

る

。

そ

れ

は

、

罪

や

悲

し

み

を

抱

え

た 

も

の

こ

そ

、

仏

が

浄

土

に

往

生

さ

せ

よ

う

と

願

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

と

親

鸞

は

述

べ

て

い

る

。 

人

は

、

誰

か

を

愛

し

、

愛

さ

れ

て

い

る

と

感

じ

て

い

て

も

、

病

気

や

周

り

の

死

に

よ

っ

て

「

な

ぜ

私

は

こ

ん

な

目

に

遭

わ

な

け

れ 

ば

な

ら

な

い

の

か

」

と

い

う

不

安

で

苦

し

み

を

抱

え

る

。

苦

し

み

は

、

誰

に

も

代

わ

っ

て

も

ら

え

な

い

も

の

で

あ

り

、

そ

の

中

で

人 

は

ど

の

よ

う

に

生

き

て

い

っ

た

ら

い

い

の

か

。

そ

の

答

え

を

親

鸞

は 

 

「

そ

れ

ほ

ど

の

業

を

も

ち

け

る

身

に

て

あ

り

け

る

を 

た

す

け

ん

と

お

ぼ

し

め

し

た

ち

け

る 

本

願

の

か

た

じ

け

な

さ

よ

」1
4 

と

し

て

い

る

。

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

苦

し

み

を

背

負

っ

た

私

を

、

仏

は

抱

き

か

か

え

て

く

だ

さ

る

。

ま

た

、

な

す

術

も

な

い 

こ

の

自

分

に

か

け

ら

れ

た

仏

の

悲

願

に

気

づ

い

た

時

、

悲

し

み

の

中

に

あ

り

な

が

ら

も

深

い

安

心

を

得

て

、

生

き

抜

く

力

が

生

ま

れ 

る

。

ど

ん

な

に

看

取

り

の

環

境

を

整

え

、

自

己

の

心

を

思

い

通

り

に

扱

え

て

も

、

安

ら

か

な

死

が

迎

え

ら

れ

る

わ

け

で

は

な

い

。

だ

コピー厳禁
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か

ら

こ

そ

親

鸞

は

、

臨

終

に

お

い

て

自

己

の

判

断

で

念

仏

し

、

来

迎

を

期

待

す

る

と

い

っ

た

こ

と

を

せ

ず

、

摂

取

し

て

捨

て

な

い

阿

弥

陀

仏

の

慈

悲

に

頼

っ

た

の

で

あ

る

。1
5 

 
 

 

第

二

章 

医

療

と

仏

教

の

関

わ

り 

第

一

節 

医

療

と

仏

教

に

お

け

る

生

老

病

死

へ

の

課

題 
 

第

一

章

で

述

べ

た

が

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

」
誕

生

の

き

っ

か

け

で

あ

る
「

ホ

ス

ピ

ス

」
は

、
医

療

現

場

へ

の

宗

教

的

ケ

ア

導

入

の

必

要

性

を

痛

感

し

た

ソ

ン

ダ

ー

ス

に

よ

っ

て

設

立

さ

れ

た

。

医

療

と

仏

教

は

共

に

「

生

・

老

・

病

・

死

」

と

い

う

私

た

ち

人

間

が

生

き

て

い

く

中

で

誰

し

も

が

持

つ

苦

し

み

を

課

題

と

し

て

お

り

、

そ

の

苦

し

み

に

対

し

て

の

ケ

ア

を

行

う

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

。

し

か

し

、

医

療

と

仏

教

は

、

そ

れ

ら

四

つ

の

苦

し

み

に

対

す

る

ケ

ア

が

十

分

に

出

来

て

い

な

い

と

い

う

の

が

現

状

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

、

超

高

齢

社

会1
6

で

あ

る

日

本

の

現

状

を

ふ

ま

え

、

医

療

と

仏

教

の

そ

れ

ぞ

れ

に

お

け

る

「

生

・

老

・

病

・

死

」

へ

の

課

題

に

つ

い

て

考

え

て

い

く

。 

現

在

日

本

は

、

平

均

寿

命

が

、

男

性

が

八

〇

．

五

歳

、

女

性

が

八

六

．

九

九

歳1
7

で

あ

り

、

四

人

に

一

人

が

六

五

歳

以

上

と

言

わ

れ

、

全

体

の

二

六

・

七

％

を

占

め

て

い

る

。

ま

さ

に

、

日

本

は

超

高

齢

社

会

の

国

な

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

、
「

老

・

病

・

死

」

の

現

場

が

家

庭

か

ら

病

院

・

施

設

へ

と

変

わ

っ

て

き

て

お

り

、

病

院

・

施

設

で

死

を

迎

え

る

人

が

多

い

と

い

う

の

も

日

本

の

現

状

で

あ

る

。

つ

ま

り

、
病

院

や

施

設

と

い

っ

た

医

療

現

場

に

は

、
「

老

・

病

・

死

」
に

対

し

て

の

苦

悩

や

悩

み

を

持

つ

者

が

非

常

に

多

く

存

在

し

て

コピー厳禁
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い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

私

た

ち

人

間

は

、

死

を

自

覚

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

病

状

の

時

や

他

人

の

世

話

に

な

ら

な

い

と

生

き

て

い

け

な

く

な

っ

た

時

な

ど

、

多

く

の

人

は

、

自

分

の

存

在

の

意

味

や

価

値

に

つ

い

て

の

問

い

か

け

を

持

つ

よ

う

に

な

る

。

人

間

に

と

っ

て

非

常

に

大

き

な

試

練

が

出

て

き

た

時

に

、

そ

の

試

練

の

意

味

や

価

値

、

死

を

ど

う

乗

り

越

え

て

い

く

か

と

い

う

問

い

か

け

が

出

て

く

る1
8

。

そ

の

よ

う

な

問

題

を

、

医

療

や

看

護

の

世

界

で

は

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ペ

イ

ン

と

呼

び

、

す

べ

て

の

患

者

が

持

っ

て

い

る

と

さ

れ

る

。 

以

上

の

よ

う

な

現

状

だ

か

ら

こ

そ

、

医

療

現

場

で

「

生

・

老

・

病

・

死

」

で

苦

し

み

を

抱

え

た

患

者

の

ケ

ア

が

ま

す

ま

す

必

要

に

な

っ

て

い

る

。 

 

医

療

は

、

本

来

人

間

が

生

ま

れ

て

、

生

き

て

、

老

い

て

、

病

気

で

死

ん

で

い

く

と

い

う

「

生

・

老

・

病

・

死

」

の

四

苦

の

課

題

に

取

り

組

む

も

の

で

あ

り

、
仏

教

も

ま

た

、
二

千

六

百

年

の

歴

史

を

も

っ

て

同

じ

課

題

に

取

り

組

ん

で

い

る

。
「

生

・

老

・

病

・

死

」
は

す

べ

て

苦

で

あ

る

と

言

わ

れ

、

私

た

ち

は

、

生

き

て

い

く

中

で

、

そ

れ

ら

を

避

け

る

こ

と

が

出

来

な

い

。

そ

の

よ

う

に

避

け

た

く

て

も

避

け

る

こ

と

が

出

来

な

い

こ

と

か

ら

思

い

通

り

に

な

ら

な

い

と

い

う

の

で

苦

と

さ

れ

た

。 

 

で

は

、

苦

し

み

は

な

ぜ

生

じ

る

の

か

。

苦

し

み

は

、

自

分

の

「

思

い

」

と

私

の

「

現

実

」

に

差

が

生

ま

れ

る

こ

と

で

生

じ

る

。

例

え

ば

、

健

康

で

い

た

い

と

思

っ

て

い

て

も

現

実

の

こ

と

と

し

て

病

気

に

な

っ

た

り

事

故

に

遭

っ

た

時

、

苦

し

み

を

感

じ

る

。

医

療

の

現

場

で

い

う

な

ら

ば

、
病

気

を

し

た
・
怪

我

を

し

た

と

い

う

の

が

現

実

で

、
個

人

の

思

い

は

健

康

で

あ

り

た

い

と

い

う

こ

と

が

言

え

、

こ

の

差

に

よ

っ

て

苦

し

み

が

生

じ

る

。

そ

れ

に

対

し

、

医

療

は

、

治

療

に

よ

っ

て

病

気

と

健

康

の

差

を

縮

め

、

苦

し

み

や

悩

み

を

少

な

く

す

る

の

で

あ

り

、

病

気

を

健

康

に

す

る

こ

と

で

医

療

と

い

う

仕

事

で

は

患

者

さ

ん

の

苦

し

み

を

少

な

く

す

る

と

い

う

こ

と

に

な

コピー厳禁
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る

。 

 

し

か

し

、

医

療

が

ど

ん

な

に

進

歩

し

医

療

技

術

が

発

達

し

て

も

医

療

に

は

限

界

が

あ

る

。

例

え

ば

、

日

本

人

の

死

亡

原

因

で

最

も

多

い

悪

性

新

生

物

（

ガ

ン

）1
9

で

治

療

し

た

が

再

発

し

た

時

や

見

つ

け

る

の

が

遅

く

手

遅

れ

だ

っ

た

時

、

医

療

は

そ

の

病

気

を

治

す

こ

と

が

出

来

な

い

。

そ

の

よ

う

な

状

況

に

直

面

し

た

時

、

医

療

は

「

現

実

」

を

「

思

い

」

の

方

に

近

づ

け

る

こ

と

が

出

来

な

い

為

、

私

の

「

思

い

」

が

「

現

実

」

を

受

け

取

る

こ

と

が

必

要

に

な

る

が

、

私

た

ち

は

「

老

・

病

・

死

」

と

い

う

現

実

を

な

か

な

か

受

容

出

来

な

い

。

だ

か

ら

、

そ

の

よ

う

な

現

実

を

受

容

し

て

も

ら

う

為

の

対

応

が

大

切

に

な

る

が

、

今

の

医

学

に

は

そ

れ

が

出

来

な

い

。 

 

な

ぜ

な

ら

、
医

療

は

、
「

健

康

で

長

生

き

」
を

大

き

な

目

標

と

し

、
一

生

懸

命

に

命

の

時

間

的

な

長

さ

を

延

ば

す

為

に

あ

ら

ゆ

る

医

療

知

識

・

医

療

技

術

を

総

動

員

し

て

延

命

・

救

命

に

取

り

組

ん

で

き

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

為

、

延

命

・

救

命

と

い

う

対

応

以

外

の

方

法

へ

の

教

育

が

ほ

と

ん

ど

さ

れ

て

い

な

い

。
ま

た

、
医

療

の

世

界

で

医

師

が

す

る

こ

と

は

、
病

気

を
「

治

療

す

る

」
こ

と

で

あ

る

。

田

畑

正

久

氏

の

『

医

療

文

化

と

仏

教

文

化

』

に

は

、

医

療

の

役

割

に

つ

い

て 

人

間

が

生

ま

れ

て

、

生

き

る

、

そ

し

て

老

い

て

病

気

で

死

ぬ

と

い

う

「

生

・

老

・

病

・

死

」

は

自

然

の

流

れ

だ

が

、

治

療

と

い

う

概

念

は

、
こ

の
「

老
・
病
・
死

」
は

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

こ

と

だ

と

考

え

、
元

気

な

活

き

活

き

と

し

た
「

健

康

な

生

の

状

態

」

に

戻

す

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。2
0 

と

述

べ

ら

れ

て

お

り

、

日

本

の

医

療

は

、

治

療

と

い

う

概

念

に

つ

い

て

、

病

気

を

対

象

と

し

て

細

分

化

・

専

門

化

し

て

い

く

為

、

人

間

の

病

気

を

局

所

的

に

診

て

、

人

間

全

体

を

診

て

い

な

い

可

能

性

が

あ

る

。2
1 

 

ま

た

、

医

療

の

現

場

と

い

う

の

は

、

医

療

費

の

削

減

等

に

よ

っ

て

医

師

や

医

療

者

が

大

変

多

忙

で

あ

る

と

い

う

現

状

が

あ

る

。

患

コピー厳禁
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者

は

、

そ

の

よ

う

な

現

場

で

、

医

療

者

に

対

し

自

分

が

抱

え

た

悩

み

を

話

す

こ

と

は

出

来

な

い

だ

ろ

う

。

ま

し

て

や

、

悩

み

を

聞

い

て

も

ら

う

に

は

時

間

が

必

要

で

あ

り

、
忙

し

そ

う

に

し

て

い

る

医

療

者

が

自

分

の

悩

み

を

し

っ

か

り

聞

い

て

く

れ

る

と

は

思

わ

な

い

。

だ

か

ら

、

多

く

の

人

が

「

老

・

病

・

死

」

の

悩

み

を

抱

え

て

い

る

医

療

の

現

場

で

は

、

そ

の

よ

う

な

人

た

ち

が

話

し

か

け

や

す

く

、

い

つ

で

も

自

分

た

ち

の

話

を

聞

い

て

も

ら

え

そ

う

な

ス

タ

ッ

フ

が

い

る

こ

と

が

必

要

で

あ

り

、

自

分

の

心

の

内

に

あ

る

悩

み

を

打

ち

明

け

ら

れ

る

よ

う

な

環

境

を

作

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

と

言

え

る

。 

 

次

に

、

仏

教

に

お

け

る

「

生

・

老

・

病

・

死

」

に

つ

い

て

考

え

る

。 

釈

尊

が

説

か

れ

た

「

生

・

老

・

病

・

死

」

と

は

、

そ

の

全

て

が

「

い

の

ち

」

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

我

々

の

常

識

で

は

「

生

命

」

の

あ

る

方

が

「

生

」

で

、
「

生

命

」

の

無

い

方

が

「

死

」

だ

と

考

え

る

が

、

仏

教

か

ら

言

え

ば

、

生

ま

れ

て

老

い

て

病

ん

で

死

ん

で

い

く

と

い

う

こ

と

の

全

て

が

「

い

の

ち

」

で

あ

り

、

そ

れ

を

丸

ご

と

受

け

止

め

る

と

い

う

考

え

方

で

あ

る

。2
2 

 

医

療

で

は

、
「

老

・

病

・

死

」
は

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

も

の

で

あ

る

と

し

、
健

康

で

長

生

き

を

目

指

し

て

き

た

。
そ

の

為

、
い

つ

の

間

に

か

人

間

が

死

ぬ

原

因

は

病

気

だ

と

思

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

。
し

か

し

、
仏

教

は

、
「
人

間

が

死

ぬ

原

因

は

、
人

間

に

生

ま

れ

た

か

ら

な

の

だ

。
」

と

言

っ

て

い

る

。 

「

死

の

縁

、

無

量

な

り

」

と

い

う

言

葉

も

あ

る

よ

う

に

、

交

通

事

故

で

死

ん

だ

り

、

病

気

で

死

ん

だ

り

、

自

然

に

老

衰

で

亡

く 

な

る

と

い

う

こ

と

は

死

の

縁

で

あ

り

、

そ

の

縁

は

我

々

の

周

囲

に

は

無

限

に

存

在

す

る

の

だ

。2
3 

 

仏

教

は

、
「

生

・

老

・

病

・

死

」

は

全

て

「

い

の

ち

」

で

あ

り

、

そ

れ

ら

を

丸

ご

と

受

け

止

め

る

考

え

方

で

あ

り

、

受

け

止

め

る

と

い

う

の

は

、
「

生

・

老

・

病

・

死

」

で

苦

し

む

私

た

ち

が

「

人

間

に

生

ま

れ

て

よ

か

っ

た

」
「

生

き

て

よ

か

っ

た

」

と

思

え

る

こ

と

に

コピー厳禁
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つ

な

が

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 
仏

教

は

、

今

を

生

き

、
「

生

・

老

・

病

・

死

」

で

苦

悩

や

悩

み

を

抱

え

た

人

た

ち

に

と

っ

て

必

要

で

あ

り

、
奈

良

時

代

に

は

、

施

薬

院

や

療

病

院

、

悲

田

院

と

い

っ

た

、

現

在

で

い

う

医

療

・

介

護

な

ど

の

社

会

福

祉

的

な

施

設

が

あ

っ

た

と

さ

れ

る

。

当

時

、

社

会

福

祉

の

概

念

は

仏

教

の

教

え

の

中

に

包

括

さ

れ

て

お

り

、

仏

教

的

精

神

に

基

づ

き

、

僧

侶

が

そ

れ

ら

を

担

っ

て

き

た

歴

史

が

あ

る2
4

。

し

か

し

、

時

代

の

流

れ

の

中

で

、

仏

教

は

、

死

後

の

儀

式

法

事

に

関

わ

る

だ

け

で

、

生

き

た

人

間

を

相

手

に

し

た

取

り

組

み

が

怠

慢

に

な

っ

て

し

ま

い

、

仏

教

＝

死

者

儀

礼

を

行

う

も

の

と

い

っ

た

理

解

が

浸

透

し

て

き

た

。 

そ

の

結

果

、

仏

教

僧

侶

に

対

し

「

縁

起

が

悪

い

」

や

「

不

吉

な

存

在

」

と

い

っ

た

悪

い

イ

メ

ー

ジ

が

持

た

れ

る

よ

う

に

な

り

、

世

間

一

般

の

人

た

ち

に

「

仏

教

は

死

ん

で

か

ら

し

か

必

要

で

は

な

い

」

と

思

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

医

療

の

現

場

で

宗

教

者

の

姿

を

見

か

け

な

い

と

い

う

現

状

か

ら

も

分

か

る

。
仏

教

は

、
深

い

歴

史

の

中

で

教

え

が

継

承

さ

れ

、
生

き

る

意

味

や

価

値

、

い

の

ち

や

死

に

対

し

て

も

教

え

が

展

開

さ

れ

て

き

た

。

私

た

ち

は

「

生

・

老

・

病

・

死

」

と

い

う

苦

を

避

け

た

く

て

も

避

け

ら

れ

な

い

の

で

あ

り

、

だ

か

ら

こ

そ

、

生

き

方

を

教

え

示

す

仏

教

の

教

え

こ

そ

が

、

生

き

て

い

る

私

た

ち

に

は

必

要

で

あ

る

。

ま

た

、

仏

教

者

が

法

務

以

外

の

様

々

な

活

動

を

行

う

こ

と

が

大

切

で

あ

り

、

そ

の

一

つ

と

し

て

「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

」

は

と

て

も

意

味

の

あ

る

活

動

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。 

 

第

二

節 

医

療

と

仏

教

が

協

働

す

る

に

は 

 

医

療

と

仏

教

は

「

生

・

老

・

病

・

死

」

を

共

通

課

題

と

し

て

い

る

が

、

医

療

は

「

老

・

病

・

死

」

は

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

も

の

と

コピー厳禁
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し

、

延

命

・

救

命

に

取

り

組

ん

で

き

た

為

に

、

患

者

か

ら

の

「

老

・

病

・

死

」

に

対

す

る

訴

え

に

対

応

で

き

な

い

現

状

が

あ

る

。

私

は

、

そ

の

よ

う

な

医

療

現

場

で

医

療

者

と

仏

教

者

が

協

働

す

る

こ

と

で

「

生

・

老

・

病

・

死

」

と

い

う

不

安

や

苦

し

み

を

抱

え

て

い

る

患

者

を

支

え

る

こ

と

が

と

て

も

大

切

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

医

療

と

仏

教

が

協

働

す

る

に

は

ど

う

し

た

ら

い

い

の

か

を

考

え

て

い

く

。 

 

仏

教

は

、

葬

式

仏

教

と

揶

揄

さ

れ

る

よ

う

に

医

療

現

場

で

の

仏

教

者

の

存

在

は

「

縁

起

が

悪

い

」

と

い

っ

た

悪

い

イ

メ

ー

ジ

が

持

た

れ

て

い

た

。
実

際

に

、
長

岡

西

病

院

が

開

院

さ

れ

た

当

時

は

、
「

長

岡

西

病

院

は

、
死

ぬ

た

め

の

病

院

だ

」
「
（

ビ

ハ

ー

ラ

病

棟

の

あ

る

）

五

階

に

上

が

れ

ば

終

わ

り

だ

」

な

ど

と

言

わ

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

現

在

は

、

医

療

現

場

で

の

仏

教

者

の

存

在

は

ご

く

ご

く

自

然

な

見

方

を

さ

れ

る

こ

と

が

多

く

な

っ

て

お

り

、

医

療

現

場

で

の

仏

教

者

の

存

在

に

期

待

が

持

た

れ

て

い

る2
5

。 

 

こ

の

こ

と

を

証

明

す

る

調

査

と

し

て

、

菊

池

和

子

・

山

口

三

重

子

・

田

村

恵

子

三

人

の

調

査

を

取

り

上

げ

る2
6

。

彼

女

た

ち

は

、

全

て

の

緩

和

ケ

ア

病

棟

を

対

象

に

し

た

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

ケ

ア

提

供

者

と

し

て

の

宗

教

家

の

関

与

を

調

査

し

、

緩

和

ケ

ア

チ

ー

ム

に

宗

教

家

の

参

加

の

必

要

性

を

問

う

た

。
そ

の

回

答

と

し

て

、
「

チ

ー

ム

メ

ン

バ

ー

と

し

て

必

要
（

一

八

・

六

％

）
」
「

必

要

に

応

じ

て

必

要
（

七

九

・

〇

％

）
」
「

原

則

と

し

て

必

要

な

い

（

一

・

二

％

）
」

と

い

う

結

果

が

出

て

い

る

。
こ

の

結

果

か

ら

、

回

答

の

あ

っ

た

緩

和

ケ

ア

病

棟

の

う

ち

、
九

七
・
六

％

と

い

う

回

答

し

た

ほ

と

ん

ど

の

人

が

宗

教

家

へ

の

参

加

の

必

要

性

を

認

め

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

こ

の

調

査

は

、

緩

和

ケ

ア

病

棟

の

施

設

長

宛

に

送

付

し

て

お

り

、

回

答

者

の

職

種

は

特

定

出

来

な

い

が

、

チ

ャ

プ

レ

ン

や

ビ

ハ

ー

ラ

僧

が

緩

和

ケ

ア

病

棟

の

施

設

長

を

し

て

い

る

と

こ

ろ

が

な

い

こ

と

や

、

質

問

項

目

か

ら

宗

教

家

が

回

答

す

る

こ

と

は

考

え

に

く

い

こ

と

か

ら

、

医

師

や

看

護

師

と

い

っ

た

医

療

者

が

回

答

し

て

い

る

と

考

え

て

よ

い2
7

。 

コピー厳禁
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医

療

者

た

ち

は

宗

教

家

の

参

加

が

必

要

だ

と

し

て

い

る

が

、

一

般

の

人

た

ち

は

宗

教

を

ど

の

よ

う

に

考

え

て

い

る

の

だ

ろ

う

か

。

日

本

ホ

ス

ピ

ス

・

緩

和

ケ

ア

研

究

振

興

財

団

に

よ

る

全

国

の

男

女

一

〇

〇

〇

人

を

対

象

と

し

た

二

〇

一

二

年

の

意

識

調

査2
8

に

よ

る

と

、
「
死

に

直

面

し

た

時

、
宗

教

は

心

の

支

え

に

な

る

か

」
と

い

う

問

い

に

対

し

て

、
「
な

る

と

思

う

」
と

回

答

し

た

人

が

五

四
・
八

％

と

過

半

数

を

占

め

、
二

人

に

一

人

が

宗

教

は

心

の

支

え

に

な

る

と

答

え

て

い

る

。
ま

た

、
二

〇

〇

八

年

の

調

査

で

は

、
「

心

の

支

え

に

な

る

と

思

う

」

と

答

え

た

人

が

三

九

・

八

％

で

あ

り

、

こ

の

四

年

間

で

宗

教

に

対

す

る

期

待

が

大

き

く

高

ま

っ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。 

 

こ

の

背

景

に

は

、

二

〇

一

一

年

に

起

こ

っ

た

東

日

本

大

震

災

が

挙

げ

ら

れ

る

。

誰

も

予

期

せ

ぬ

突

然

の

災

害

で

、

多

く

の

人

の

命

が

奪

わ

れ

、

多

く

の

人

の

心

に

一

生

残

る

忘

れ

る

こ

と

の

な

い

出

来

事

で

あ

る

。

そ

の

中

で

被

災

地

で

の

宗

教

者

の

活

動

が

マ

ス

コ

ミ

に

も

大

き

く

取

り

上

げ

ら

れ

、
「

死

の

意

味

」

に

対

す

る

答

え

を

求

め

る

思

い

が

宗

教

へ

の

期

待

を

高

め

た

と

考

え

ら

れ

る

。2
9 

 

「

老

・

病

・

死

」

に

関

わ

る

医

療

現

場

に

お

い

て

、

宗

教

者

の

存

在

と

い

う

の

は

、

医

療

者

だ

け

で

な

く

患

者

や

そ

の

家

族

と

い

っ

た

一

般

の

人

も

期

待

し

て

お

り

、

必

要

性

を

感

じ

て

い

る

の

が

現

状

で

あ

る

。

そ

の

よ

う

な

中

で

、

医

療

と

仏

教

の

協

働

が

非

常

に

大

切

で

あ

り

、
そ

の

為

に

は

医

療

者

と

仏

教

者

が

信

頼

関

係

を

築

く

こ

と

が

必

要

不

可

欠

で

あ

る

。
花

岡

尚

樹

氏

は

、「

特

別

寄

稿 

医

療

現

場

に

お

け

る

僧

侶

の

役

割

」
の

中

で

、
医

療

現

場

で

僧

侶

が

大

切

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

い

こ

と

と

し

て

、
「
社

会

人

と

し

て

の

マ

ナ

ー

」

だ

け

で

な

く

「

病

院

で

の

常

識

・

マ

ナ

ー

」

を

遵

守

す

る

こ

と

、

ま

た

、

医

療

者

と

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

と

っ

て

情

報

交

換

を

す

る

こ

と

だ

と

し

て

い

る

。

常

識

・

マ

ナ

ー

を

守

る

こ

と

や

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

と

る

こ

と

は

、

基

本

的

な

こ

と

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

基

本

的

な

こ

と

を

怠

ら

ず

に

き

ち

ん

と

行

う

こ

と

が

、

信

頼

関

係

を

築

く

こ

と

に

つ

な

が

る

の

で

は

コピー厳禁
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な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

ま

ず

、
「

病

院

で

の

常

識

・

マ

ナ

ー

」
に

つ

い

て

大

切

な

こ

と

は

、
病

院

に

着

い

た

ら

手

洗

い

と

う

が

い

を

し

た

り

、
部

屋

の

出

入

り

の

時

に

手

指

の

消

毒

を

し

た

り

と

感

染
・
衛

生

面

に

気

を

払

う

こ

と

で

あ

る

。
ま

た

、
身

体

介

護

な

ど

も

自

分

の

判

断

で

行

わ

ず

、

必

ず

看

護

師

の

指

示

を

仰

ぐ

こ

と

が

大

切

で

あ

る

。

医

療

現

場

は

、

良

か

れ

と

思

っ

て

し

た

行

為

が

、

相

手

を

傷

つ

け

た

り

、

自

分

を

傷

つ

け

る

こ

と

も

あ

り

得

る

場

所

で

あ

る

こ

と

を

心

に

留

め

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

し

て

、

医

療

者

は

、

そ

の

道

の

プ

ロ

と

し

て

立

ち

振

る

舞

い

、

言

葉

遣

い

か

ら

細

心

の

注

意

を

払

い

な

が

ら

ケ

ア

に

当

た

っ

て

い

る

。

だ

か

ら

、

宗

教

者

も

、

歩

く

姿

勢

や

身

だ

し

な

み

、

患

者

と

の

目

線

の

合

わ

せ

方

と

い

っ

た

立

ち

振

る

舞

い

、

言

葉

遣

い

に

気

を

付

け

、

宗

教

者

の

存

在

が

、

清

々

し

く

、

そ

ば

に

居

て

く

れ

る

だ

け

で

心

が

落

ち

着

く

と

い

う

よ

う

な

雰

囲

気

を

醸

し

出

す

こ

と

も

大

切

で

あ

る

。 

 

次

に

、
コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

と

っ

て

情

報

交

換

す

る

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

、
患

者

は

、
医

療

者

に

話

し

に

く

い

こ

と

で

も

、

宗

教

者

に

は

打

ち

明

け

る

こ

と

が

あ

る

。

医

療

者

と

は

、

身

体

的

な

話

中

心

と

な

る

が

、

宗

教

者

に

対

し

て

は

、

自

分

自

身

が

歩

ん

で

き

た

人

生

の

こ

と

や

家

族

に

対

す

る

想

い

な

ど

を

話

さ

れ

る

。

そ

れ

は

、

宗

教

者

は

患

者

の

語

り

に

あ

ま

り

評

価

を

加

え

ず

に

聴

く

か

ら

で

あ

る

。

宗

教

者

は

、

そ

の

よ

う

な

情

報

を

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

に

持

ち

寄

っ

て

、

医

療

者

と

共

有

す

る

こ

と

で

、

患

者

の

疾

患

部

分

だ

け

で

な

く

、

患

者

の

人

生

を

全

人

的

に

捉

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。 

 

ま

た

、

医

療

現

場

で

働

く

宗

教

者

は

、

患

者

に

処

方

さ

れ

て

い

る

薬

は

ど

の

よ

う

な

薬

な

の

か

、

患

者

が

ど

の

よ

う

な

病

状

で

、

今

後

ど

の

よ

う

な

こ

と

が

起

こ

り

得

る

の

か

と

い

っ

た

最

低

限

の

医

療

知

識

が

必

要

で

あ

る

。

医

療

知

識

が

あ

る

こ

と

で

、

医

療

者

と

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

と

る

こ

と

に

も

つ

な

が

る

だ

ろ

う

。 コピー厳禁
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第

三

章 
ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

こ

れ

か

ら 

第

一

節 
ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

現

状

と

課

題 

 

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

は

、

田

宮

氏

に

よ

っ

て

提

唱

さ

れ

、

あ

く

ま

で

一

宗

一

派

に

偏

ら

な

い

仏

教

超

宗

派

の

活

動

で

あ

っ

た

が

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

や

日

蓮

宗

な

ど

の

伝

統

仏

教

教

団

が

主

体

と

な

っ

て

教

義

に

も

と

づ

く

実

践

理

論

を

基

盤

と

し

、

一

宗

派

の

教

団

が

主

導

し

た

組

織

的

な

活

動

が

展

開

さ

れ

て

い

る3
0

。

こ

こ

で

は

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

限

定

し

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

で

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

展

開

を

ふ

ま

え

て

現

状

と

課

題

は

何

か

を

考

え

て

い

き

た

い

。 

 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

お

け

る

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

が

開

始

さ

れ

た

き

っ

か

け

に

な

る

の

が

、

一

九

八

六

年

に

教

学

本

部

内

に

設

置

さ

れ

た

「

医

療

と

宗

教

に

関

す

る

専

門

委

員

会

」

の

設

置

で

あ

る

。

こ

の

委

員

会

は

八

名

か

ら

成

り

、

現

代

の

医

療

や

福

祉

に

対

し

宗

門

が

ど

の

よ

う

に

関

わ

っ

て

い

く

か

討

議

さ

れ

た

。

そ

し

て

、

こ

の

委

員

会

の

討

議

内

容

を

ふ

ま

え

、

一

九

八

七

年

に

本

派

の

研

修

部

に

「

ビ

ハ

ー

ラ

実

践

活

動

研

究

会

」

が

発

足

さ

れ

、

以

降

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

を

組

織

的

に

展

開

し

て

お

り

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

は

、 

同

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

理

念

は
「

仏

教

徒

が

、
仏

教
・
医

療
・
福

祉

の

チ

ー

ム

ワ

ー

ク

に

よ

っ

て

、
支

援

を

求

め

て

い

る

人

々

を

孤

独

の

中

に

置

き

去

り

に

し

な

い

よ

う

に

、

そ

の

心

の

不

安

に

共

感

し

、

少

し

で

も

そ

の

苦

悩

を

和

ら

げ

よ

う

と

す

る

活

動

で

す

」3
1 

コピー厳禁
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と

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

同

派

に

お

け

る

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

、

僧

侶

だ

け

で

な

く

門

信

徒

も

一

体

と

な

っ

て

行

う

活

動

で

あ

り

、

僧

侶

と

門

信

徒

が

一

緒

に

な

っ

て

学

ぶ

「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

養

成

研

修

会

」

を

京

都

で

開

催

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

研

修

会

を

終

え

た

修

了

生

は

、

全

国

各

地

に

あ

る

ビ

ハ

ー

ラ

団

体

に

所

属

し

て

活

動

を

行

う

。

こ

の

よ

う

な

人

材

養

成

の

活

動

に

加

え

、

平

成

二

〇

年

に

は

同

派

が

設

立

の

母

体

と

な

っ

て

京

都

府

城

陽

市

に

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

龍

谷

会

ビ

ハ

ー

ラ

本

願

寺

と

緩

和

ケ

ア

を

行

う

有

床

診

療

所

大

日

本

仏

教

慈

善

会

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

ク

リ

ニ

ッ

ク

（

現

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

）

を

開

設

し

、

実

践

的

な

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

を

展

開

し

て

い

る

。

以

上

の

よ

う

に

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

お

い

て

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

、

ビ

ハ

ー

ラ

を

終

末

期

医

療

か

ら

医

療

・

高

齢

者

福

祉

へ

と

展

開

さ

せ

、

僧

侶

と

門

信

徒

が

一

体

と

な

っ

て

行

う

活

動

へ

と

発

展

し

た

の

で

あ

る

。 

 

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

は

、

教

義

に

基

づ

く

明

確

な

理

念

を

打

ち

出

し

、

教

団

組

織

を

活

用

し

な

が

ら

終

末

期

か

ら

医

療

・

高

齢

者

福

祉

へ

と

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

を

展

開

さ

せ

て

き

た

が

、

田

宮

氏

が

主

張

す

る

「

一

宗

一

派

に

偏

ら

な

い

超

宗

派

の

活

動

」

と

異

な

り

、

宗

派

が

主

体

と

な

る

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

お

け

る

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

課

題

と

は

何

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

医

療

・

高

齢

者

福

祉

の

現

場

で

、

同

派

の

僧

侶

が

同

派

を

信

仰

し

て

い

な

い

人

た

ち

に

対

し

て

ど

の

よ

う

に

寄

り

添

い

、

ど

の

よ

う

な

配

慮

を

す

る

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

日

本

人

は

、

無

宗

教

者

が

多

い

と

言

わ

れ

て

い

る

が

、

患

者

の

中

に

は

キ

リ

ス

ト

教

や

イ

ス

ラ

ム

教

、

他

の

宗

派

を

信

仰

し

て

い

る

人

が

い

る

だ

ろ

う

。

そ

の

よ

う

に

、

浄

土

真

宗

を

信

仰

し

て

い

な

い

患

者

に

宗

教

的

な

話

を

さ

れ

た

場

合

、

ど

う

答

え

る

か

。

浄

土

真

宗

の

教

義

を

口

に

す

る

こ

と

な

く

、

患

者

の

求

め

る

こ

と

に

対

し

て

し

っ

か

り

答

え

る

こ

と

が

出

来

る

か

が

大

切

に

な

る

で

あ

ろ

う

。 

 

ま

た

、

信

仰

を

持

つ

患

者

の

中

に

は

、

こ

れ

ま

で

日

常

的

に

行

っ

て

い

た

祈

り

や

読

経

と

い

っ

た

宗

教

行

為

を

し

た

い

と

思

っ

て

コピー厳禁
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い

る

人

が

い

る

か

も

し

れ

な

い

。

こ

の

よ

う

に

信

仰

を

持

つ

人

が

日

常

的

に

行

っ

て

い

る

宗

教

行

為

を

継

続

し

て

出

来

な

く

な

る

こ

と

で

生

じ

る

苦

悩

は

宗

教

的

ペ

イ

ン3
2

と

言

わ

れ

る

が

、

患

者

の

宗

教

行

為

を

し

た

い

と

い

う

思

い

に

対

し

て

、

そ

の

患

者

が

浄

土

真

宗

で

は

な

い

宗

教

を

信

仰

し

て

い

た

場

合

に

、

周

り

の

患

者

へ

の

配

慮

を

し

つ

つ

ど

の

よ

う

に

対

応

す

る

か

の

検

討

が

必

要

に

な

る

だ

ろ

う

。 

そ

の

為

に

は

、

い

か

な

る

状

況

に

も

対

応

で

き

る

人

材

養

成

が

欠

か

せ

な

い

。

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

で

は

、

そ

の

よ

う

な

人

材

養

成

を

は

か

る

た

め

に

「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

者

養

成

研

修

」

を

実

施

し

て

い

る

。

こ

の

研

修

で

は

、

基

本

学

習

会

四

回

（

二

泊

三

日

）

実

習

二

回

（

一

泊

二

日

）

の

総

時

間

七

十

二

時

間

を

一

年

か

け

て

行

う

。

こ

の

研

修

を

受

け

た

第

十

九

期

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

養

成

研

修

生

を

対

象

に

し

た

「

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

」3
3

に

よ

る

と

、

研

修

の

動

機

に

つ

い

て

「

こ

れ

か

ら

必

要

な

活

動

だ

と

思

っ

た

か

ら

」

と

答

え

る

人

が

特

に

多

く

、
研

修

を

終

え

て

感

じ

た

こ

と

と

し

て

、
全

体

的

に
「

得

る

も

の

が

あ

っ

た

」
「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

本

当

に

必

要

だ

と

思

っ

た

」
「

問

題

意

識

が

強

く

な

っ

た

」
「
研

修

で

実

践

の

ヒ

ン

ト

を

得

た

」
と

研

修

成

果

を

語

る

人

が

多

く

い

た

が

、
「

よ

り

詳

細

な

研

修

と

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

を

し

て

ほ

し

い

」
「

実

践

段

階

に

分

け

た

取

り

組

み

方

法

を

学

び

た

い

」
「

習

得

で

き

な

い

部

分

の

再

度

講

義

を

し

て

ほ

し

い

」

な

ど

、

今

後

さ

ら

に

研

修

を

受

け

た

い

と

い

う

希

望

も

多

か

っ

た

。

研

修

を

受

け

る

人

は

、

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

必

要

性

を

感

じ

て

い

る

人

が

多

く

、

こ

れ

か

ら

ビ

ハ

ー

ラ

現

場

で

活

動

し

て

い

く

人

ば

か

り

で

あ

る

為

、

そ

の

よ

う

な

人

た

ち

の

熱

い

思

い

が

冷

め

る

こ

と

の

な

い

よ

う

に

研

修

内

容

を

企

画

し

進

め

て

い

く

べ

き

な

の

で

は

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

さ

ら

に

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

は

「

医

療

機

関

・

福

祉

施

設

に

お

い

て

、

医

師

、

看

護

師

、

介

護

士

等

と

協

力

し

、

人

々

の

人

生

観

・

信

仰

を

尊

重

し

な

が

ら

苦

悩

と

悲

嘆

に

寄

り

添

い

、

臨

床

を

専

門

と

す

る

僧

侶

の

養

成

を

め

ざ

し

た

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧

養

成

研

修

コピー厳禁
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会
（

仮

称

）
〉3

4

の

開

講

を

予

定

し

て

お

り

、
こ

れ

に

つ

い

て

広

く

意

見

を

聴

取

す

る

と

と

も

に

実

績

を

積

む

為

に

、
今

年

の

十

月

に

試

行

的

な

研

修

も

実

施

し

た

。

研

修

で

は

、

座

学

を

中

心

と

し

た

前

期

基

礎

研

修

（

一

四

日

間

）

と

実

習

を

中

心

と

し

た

後

期

臨

床

実

習

（

約

三

ケ

月

）

が

行

わ

れ

る

。

研

修

の

場

所

と

し

て

は

、

伝

道

院

や

ビ

ハ

ー

ラ

総

合

施

設

（

独

立

型

緩

和

ケ

ア

病

棟 

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

、

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム 

ビ

ハ

ー

ラ

本

願

寺

）
、

三

菱

京

都

病

院

、

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム 

常

清

の

里

で

あ

る

。

そ

し

て

、

募

集

対

象

は

、

二

〇

一

七

（

平

成

二

九

）

年

四

月

一

日

現

在

、

二

〇

歳

以

上

で

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

僧

侶

で

あ

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

本

研

修

を

終

了

し

、

選

考

基

準

を

満

た

し

た

者

は

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

、

ま

た

は

ビ

ハ

ー

ラ

本

願

寺

の

採

用

を

予

定

し

て

い

る

。 

 

ま

だ

、

本

研

修

は

始

ま

っ

た

ば

か

り

で

、

こ

れ

か

ら

実

際

に

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

僧

養

成

に

向

け

た

活

動

と

し

て

継 

続

し

て

行

わ

れ

て

い

く

か

は

分

か

ら

な

い

。
し

か

し

、
本

研

修

を

修

了

す

る

こ

と

で

実

践

活

動

の

場

と

し

て

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

、 

ま

た

は

ビ

ハ

ー

ラ

本

願

寺

で

常

勤

と

し

て

働

け

る

と

い

う

の

は

、

ビ

ハ

ー

ラ

僧

研

修

を

受

け

て

も

活

動

先

が

な

か

な

か

見

つ

け

ら

れ 

な

い

研

修

生

に

と

っ

て

は

嬉

し

い

こ

と

で

あ

り

、

実

践

の

場

で

経

験

を

積

む

こ

と

で

臨

床

を

専

門

と

す

る

僧

侶

の

増

加

に

期

待

が

持 

て

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

第

二

節 

本

願

寺

の

取

り

組

み 

 

第

一

節

で

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

お

け

る

課

題

と

し

て

人

材

養

成

を

挙

げ

、
そ

れ

に

対

す

る

取

り

組

み

と

し

て

、

「

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

者

養

成

研

修

」
と

今

年

の

一

〇

月

か

ら

試

行

さ

れ

て

い

る
「

ビ

ハ

ー

ラ

僧

養

成

研

修

会
（

仮

称

）
」
に

つ

い

て

書

い

コピー厳禁
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た

。

こ

の

第

二

節

で

は

、

実

践

的

な

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

と

し

て

平

成

二

〇

年

に

同

派

が

設

立

の

母

体

と

な

っ

て

京

都

市

城

陽

市

に

開

設

し

た

緩

和

ケ

ア

を

行

う

有

床

診

療

所

大

日

本

仏

教

慈

善

会

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

ク

リ

ニ

ッ

ク

（

現

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

）

に

つ

い

て

実

際

に

見

学

研

修

を

体

験

し

た

こ

と

を

ふ

ま

え

て

特

徴

を

見

て

い

く

。 

 

ま

ず

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

に

つ

い

て

、

平

成

二

〇

年

四

月

一

日

に

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

が

設

立

母

体

と

な

り

、

親

鸞

聖

人

七

五

〇

回

大

遠

忌

の

記

念

事

業

の

一

環

と

し

て

開

院

さ

れ

た

。
そ

し

て

、
平

成

二

七

年

四

月

一

日

に

は

緩

和

ケ

ア

病

棟

の

認

可

を

得

て

、

仏

教

精

神

を

理

念

と

し

た

独

立

型

緩

和

ケ

ア

病

棟

と

な

っ

た

。

伝

統

仏

教

教

団

が

単

独

で

の

仏

教

精

神

理

念

と

し

た

独

立

型

緩

和

ケ

ア

病

棟

は

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

が

国

内

初

3
5

で

あ

る

。

そ

し

て

、

基

本

理

念

は

「

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

は 

仏

の

お

慈

悲

の

〈

ぬ

く

も

り

〉

の

中 

生

か

さ

れ

て

生

き

る

〈

お

か

げ

さ

ま

〉

の

こ

こ

ろ

で 

や

す

ら

ぎ

の

医

療

を

実

践

し

ま

す

」

で

あ

り

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

で

働

く

ス

タ

ッ

フ

た

ち

は

、

こ

の

理

念

を

心

に

留

め

て

働

い

て

い

る

。

ま

た

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

に

は

、

作

務

衣

を

着

た

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

僧

侶

が

常

駐

し

て

い

る

。

僧

侶

の

役

割

と

し

て

は

、

宗

教

的

ケ

ア

や

葬

儀

・

納

骨

に

関

す

る

相

談

以

外

に

も

、

車

い

す

の

移

乗

の

補

助

や

そ

ば

で

見

守

る

こ

と

、

散

歩

や

買

い

物

の

付

き

添

い

、

退

院

後

の

御

遺

族

の

グ

リ

ー

フ

ケ

ア

な

ど

で

あ

る

。 

 

次

に

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

の

特

徴

で

あ

る

。

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

は

一

階

建

て

で

あ

り

、

十

六

床

の

病

室

（

和

室

と

洋

室

の

個

室

・

二

人

部

屋

）

が

あ

る

。

全

て

の

病

室

に

庭

が

あ

り

、

季

節

の

花

を

見

た

り

、

畑

コ

ー

ナ

ー

で

採

れ

た

野

菜

を

食

べ

る

こ

と

も

出

来

る

。

見

学

研

修

で

和

室

の

個

室

を

見

さ

せ

て

も

ら

っ

た

が

、

部

屋

は

と

て

も

広

く

、

ベ

ッ

ド

の

他

に

ソ

フ

ァ

ー

や

洗

面

台

な

ど

が

あ

り

病

院

の

一

室

と

い

う

よ

り

、

家

の

一

部

屋

と

い

う

感

じ

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

患

者

の

家

族

が

付

き

添

わ

れ

る

と

き

に

宿

泊

コピー厳禁
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で

き

る

家

族

室

や

誰

か

と

喧

嘩

を

し

た

り

、

悲

し

い

こ

と

が

あ

っ

て

一

人

に

な

り

た

い

と

き

に

過

ご

せ

る

あ

そ

か

の

間

と

い

う

部

屋

が

あ

る

。

さ

ら

に

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

に

は

ビ

ハ

ー

ラ

ホ

ー

ル

が

あ

り

、

朝

と

夕

方

の

勤

行

や

コ

ン

サ

ー

ト

、

イ

ベ

ン

ト

な

ど

様

々

な

こ

と

に

使

わ

れ

る

。

勤

行

は

強

制

で

は

な

く

、

患

者

の

中

で

参

加

し

た

い

人

に

参

加

し

て

も

ら

い

、

患

者

で

な

い

人

も

参

加

す

る

こ

と

が

出

来

る

。

夕

方

の

勤

行

で

は

、

僧

侶

に

よ

る

法

話

も

し

て

い

る

。

法

話

で

は

、

参

加

さ

れ

た

方

の

名

前

を

呼

び

な

が

ら

問

い

か

け

を

さ

れ

て

お

り

、

と

て

も

温

も

り

の

あ

る

雰

囲

気

の

中

で

の

勤

行

で

あ

っ

た

。

こ

の

ビ

ハ

ー

ラ

ホ

ー

ル

で

は

、

亡

く

な

ら

れ

た

患

者

の

お

別

れ

会

も

患

者

の

家

族

の

希

望

に

よ

っ

て

行

う

。

お

別

れ

会

で

は

、

勤

行

の

後

担

当

し

た

僧

侶

と

医

師

が

、

亡

く

な

ら

れ

た

患

者

と

の

関

わ

り

を

振

り

返

り

、

そ

の

方

が

ど

の

よ

う

な

方

で

あ

っ

た

か

、

思

い

出

な

ど

を

語

る

。

こ

れ

は

、

患

者

と

様

々

な

話

を

し

、

密

接

に

関

わ

っ

て

い

た

か

ら

こ

そ

語

れ

る

こ

と

で

あ

り

、

家

族

も

そ

の

方

と

の

思

い

出

を

振

り

返

る

こ

と

の

で

き

る

大

切

な

時

間

に

な

る

だ

ろ

う

。 

な

ぜ

、

僧

侶

だ

け

で

な

く

医

師

も

患

者

の

身

体

以

外

の

こ

と

を

知

っ

て

い

る

か

と

い

う

と

、

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

で

ス

タ

ッ

フ

全

員

が

患

者

の

身

体

だ

け

で

な

く

、

家

族

や

趣

味

な

ど

に

つ

い

て

も

情

報

を

共

有

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

カ

ン

フ

ァ

レ

ン

ス

に

は

医

師

や

看

護

師

だ

け

で

な

く

僧

侶

も

参

加

し

、

患

者

一

人

一

人

に

つ

い

て

現

状

や

問

題

だ

け

で

な

く

、

そ

の

人

の

趣

味

や

ご

家

族

の

こ

と

な

ど

に

つ

い

て

も

情

報

交

換

を

行

う

。

ス

タ

ッ

フ

全

員

で

患

者

の

情

報

を

共

有

す

る

こ

と

で

、

患

者

一

人

一

人

の

願

い

や

希

望

を

叶

え

る

こ

と

も

可

能

に

な

る

だ

ろ

う

。 

ま

た

、

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

の

特

徴

と

し

て

食

事

も

挙

げ

ら

れ

る

。

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

で

は

、

患

者

が

食

べ

た

い

も

の

を

出

来

る

限

り

の

範

囲

で

提

供

し

た

り

、

そ

の

人

に

と

っ

て

の

普

通

の

食

事

に

近

づ

け

る

為

に

、

見

た

目

・

器

・

味

・

食

感

・

量

・

大

き

さ

な

ど

の

工

コピー厳禁
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夫

を

さ

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

お

寿

司

を

食

べ

た

い

と

患

者

に

言

わ

れ

た

と

き

に

、

患

者

が

食

べ

ら

れ

て

見

た

目

が

普

通

の

お

寿

司

を

提

供

す

る

為

に

、

お

米

を

や

わ

ら

か

く

し

た

り

、

ネ

タ

と

な

る

刺

身

を

細

か

く

す

り

潰

し

た

り

と

試

行

錯

誤

を

さ

れ

て

提

供

し

て

い

る

。

他

に

も

、

食

欲

が

な

い

患

者

に

は

、

食

事

の

量

を

減

ら

し

た

り

、

食

事

の

時

間

帯

を

ず

ら

す

な

ど

そ

の

人

に

合

わ

せ

た

食

事

が

出

来

る

よ

う

に

し

て

い

る

。 

 

こ

れ

ま

で

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

に

つ

い

て

見

学

研

修

の

体

験

を

通

し

て

述

べ

て

き

た

。

こ

の

見

学

研

修

と

い

う

の

は

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

が

緩

和

ケ

ア

・

ビ

ハ

ー

ラ

の

現

場

の

雰

囲

気

を

感

じ

て

も

ら

い

、

理

解

を

深

め

て

も

ら

う

為

に

行

っ

て

い

る

も

の

で

あ

り

、

医

療

福

祉

関

係

者

や

宗

教

関

係

者

だ

け

で

な

く

、

報

道

関

係

者

や

学

生

な

ど

様

々

な

職

種

の

方

も

受

け

る

こ

と

が

出

来

、

年

間

に

一

〇

〇

〇

名

近

く

が

全

国

か

ら

見

学

に

来

ら

れ

て

い

る

3
6

。

見

学

研

修

を

通

し

て

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

は

、

そ

の

現

場

で

働

く

ス

タ

ッ

フ

全

員

が

患

者

や

ご

家

族

の

為

に

話

し

合

い

、

患

者

一

人

一

人

が

普

通

の

生

活

が

で

き

る

よ

う

に

、

ま

た

、

願

い

や

希

望

を

叶

え

る

た

め

に

取

り

組

ん

で

い

る

温

も

り

の

あ

る

病

院

だ

と

感

じ

る

こ

と

が

出

来

る

だ

ろ

う

。

自

宅

で

最

期

を

迎

え

た

い

人

が

多

い

と

い

う

現

状

に

お

い

て

、

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

の

よ

う

な

存

在

が

必

要

で

あ

る

こ

と

や

本

来

の

医

療

の

あ

る

べ

き

姿

を

知

っ

て

も

ら

う

こ

と

に

つ

な

が

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

第

三

節 

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

こ

れ

か

ら

を

考

え

る 

 

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

は

、

田

宮

氏

が

提

唱

し

た

当

初

は

、

医

療

機

関

や

福

祉

機

関

に

限

っ

て

の

ケ

ア

に

限

定

し

て

使

用

さ

れ

て

お

り

、

実

際

に

前

節

ま

で

は

医

療

と

仏

教

の

関

わ

り

や

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

が

設

立

母

体

で

あ

る

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

に

つ

い

て

み

て

き

コピー厳禁
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た

。

し

か

し

、

現

在

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

病

院

・

福

祉

機

関

に

限

定

せ

ず

、

僧

侶

に

よ

る

社

会

活

動

全

て

が

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

と

解

釈

さ

れ

、

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

拡

大

し

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

変

化

か

ら

今

後

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

つ

い

て

考

え

て

い

き

た

い

。

谷

山

洋

三

氏

は

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

を

狭

義

・

広

義

・

最

広

義

に

分

類

し

て

い

る

。 

 
 

狭

義

…

仏

教

を

基

盤

と

し

た

終

末

期

医

療

及

び

そ

の

施

設 

 
 

広

義

…

老

病

死

を

対

象

と

し

た

、

医

療

及

び

社

会

福

祉

領

域

で

の

、

仏

教

者

に

よ

る

活

動

及

び

そ

の

施

設 

 
 

最

広

義

…

災

害

援

助

・

青

少

年

育

成

・

文

化

事

業

な

ど

「

い

の

ち

」

を

支

え

る

、

ま

た

「

い

の

ち

」

に

つ

い

て

の

思

索

の

機

会

を

提

供

す

る

仏

教

者

を

主

体

と

し

た

社

会

活

動

3
7 

日

本

で

初

め

て

の

終

末

期

ケ

ア

を

行

う

施

設

で

あ

る

長

岡

西

病

院

の

ビ

ハ

ー

ラ

病

棟

や

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

が

設

立

母

体

の

あ

そ

か 

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

は

狭

義

に

含

ま

れ

、

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

や

同

派

が

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

と

同

時

に

開

設

し

た 

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

の

ビ

ハ

ー

ラ

本

願

寺

は

広

義

に

含

ま

れ

る

。

こ

の

谷

山

氏

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

分

類

か

ら

、

田

宮

氏

が

提

唱 

し

た

当

初

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

が

、

現

在

で

は

狭

義

と

な

り

、

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

が

拡

大

し

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。 

 

現

在

、

社

会

福

祉

は

、

大

き

な

施

設

に

よ

る

も

の

か

ら

、

小

施

設

や

地

域

の

活

動

を

中

心

と

す

る

も

の

に

転

換

し

つ

つ

あ

り

、

ビ 

ハ

ー

ラ

活

動

も

、
お

寺

そ

の

も

の

を

拠

点

と

し

て

地

域

の

人

々

や

門

信

徒

の

力

を

集

め

て

活

動

す

る

と

こ

ろ

が

出

て

き

て

い

る

。38

そ 

の

例

と

し

て

、

奈

倉

道

隆

氏

は

『

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

と

そ

の

現

代

的

意

義

』

の

中

で

、

横

浜

の

善

了

寺

で

開

設 

さ

れ

た

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

の

「

還

る

家

と

と

も

に

」

を

紹

介

し

て

い

る3
9

。
「

還

る

家

と

と

も

に

」

は

、

お

寺

の

庫

裏

を

そ

の

ま

ま

活

用 

し

て

作

ら

れ

、

介

護

保

険

で

利

用

で

き

る

定

員

一

〇

名

の

施

設

で

あ

り

、

地

域

の

要

介

護

高

齢

者

が

週

二

回

程

度

通

所

し

て

い

る

。 

コピー厳禁
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常

勤

職

員

三

名

、

パ

ー

ト

五

名

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

多

数

と

い

う

体

制

で

、

職

員

に

は

ビ

ハ

ー

ラ

に

向

く

人

を

選

ぶ

と

い

う

こ

と

を

せ 
ず

、

研

修

を

重

ね

な

が

ら

ビ

ハ

ー

ラ

に

共

感

す

る

人

が

集

ま

っ

て

い

る

。

こ

こ

で

は

、

入

浴

・

昼

食

の

他

に

は

特

に

プ

ロ

グ

ラ

ム

を 

設

け

て

お

ら

ず

、

自

由

な

雰

囲

気

で

、

お

寺

の

お

お

ら

か

な

雰

囲

気

と

、

一

人

一

人

の

自

由

を

尊

重

し

な

が

ら

温

か

く

見

守

る

人

間 

関

係

と

が

一

つ

に

な

っ

て

、

各

自

に

生

き

る

喜

び

を

感

じ

さ

せ

る

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

で

あ

る

と

い

う

。

こ

の

デ

イ

サ

ー

ビ

ス

は

、

宗

教 

法

人

が

運

営

す

る

こ

と

を

行

政

も

認

め

、

お

寺

そ

の

も

の

の

事

業

と

な

っ

て

い

る

。 

 

こ

れ

は

、

高

齢

者

を

支

援

す

る

活

動

で

あ

る

が

、

こ

れ

か

ら

は

高

齢

者

だ

け

で

な

く

、

子

育

て

に

関

し

て

困

難

や

不

安

が

あ

る

人 

や

、

誰

に

も

言

え

な

い

悩

み

を

持

つ

若

者

な

ど

、

生

活

の

中

で

悩

み

や

不

安

を

持

つ

人

た

ち

に

対

し

て

の

活

動

も

行

っ

て

い

く

こ

と 

が

大

切

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

現

在

の

日

本

は

、

事

故

や

誘

拐

に

よ

っ

て

子

供

の

命

を

奪

わ

れ

た

り

、

親

が

共

働

き

で

あ

っ

た

り

、 

反

抗

期

を

迎

え

、

な

か

な

か

子

供

と

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

取

れ

な

い

な

ど

子

育

て

に

関

し

て

様

々

な

悩

み

や

不

安

を

持

つ

人

が 

多

く

存

在

す

る

。

ま

た

、

最

近

で

は

若

者

に

よ

る

犯

行

が

増

え

て

い

る

よ

う

に

感

じ

る

。

犯

行

し

て

し

ま

う

若

者

は

、

悩

み

を

誰

に 

も

相

談

で

き

な

い

ま

ま

悩

み

事

が

増

え

、

抱

え

き

れ

な

く

な

っ

た

時

に

犯

行

し

て

し

ま

う

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

以

上

の

よ

う

な 

人

た

ち

に

は

話

を

聞

い

て

く

れ

る

人

が

必

要

な

の

で

あ

り

、

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

よ

っ

て

そ

の

よ

う

な

人

た

ち

を

支

え

る

こ

と

が

出

来 

る

の

で

は

な

い

か

。

福

永

氏

に

よ

る

と

、 

二

〇

一

一

年

三

月

に

起

き

た

東

日

本

大

震

災

で

は

、

各

宗

教

教

団

が

積

極

的

な

支

援

活

動

を

展

開

し

、

仏

教

教

団

は

、

超

宗

派 

で

心

の

ケ

ア

の

為

に

相

談

に

あ

た

り

、

各

宗

派

教

団

単

位

で

は

物

資

の

支

援

や

鎮

魂

の

「

祈

り

」

や

法

要

を

行

っ

た

。4
0 

と

述

べ

て

お

り

、

こ

の

東

日

本

大

震

災

で

の

仏

教

教

団

の

活

動

に

よ

っ

て

、

心

に

傷

を

負

っ

た

多

く

の

人

が

助

け

ら

れ

、

ビ

ハ

ー

ラ

コピー厳禁
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活

動

と

い

う

も

の

を

多

く

の

人

に

知

っ

て

も

ら

う

き

っ

か

け

に

な

っ

た

で

あ

ろ

う

。

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

は

、

年

齢

や

性

別

な

ど

関

係

な

く

悩

み

を

抱

え

る

人

を

支

え

、

助

け

る

こ

と

の

で

き

る

可

能

性

を

秘

め

て

い

る

。

そ

の

可

能

性

を

十

分

に

発

揮

す

る

為

に

も

、

宗

教

者

の

積

極

的

な

活

動

や

人

材

育

成

が

必

要

で

あ

り

、

今

後

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

に

期

待

す

る

点

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

    

結

論 

 

田

宮

氏

に

よ

る

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

の

提

唱

は

、

シ

シ

リ

ー

・

ソ

ン

ダ

ー

ス

に

よ

る

医

療

と

宗

教

を

統

合

し

た

「

ホ

ス

ピ

ス

」

や

日

本

に

仏

教

を

揶

揄

す

る

風

潮

が

あ

っ

た

こ

と

が

き

っ

か

け

と

な

っ

た

。

医

療

と

仏

教

は

共

に

、

私

た

ち

が

持

つ

「

生

・

老

・

病

・

死

」

を

課

題

と

し

て

お

り

、
「

老

・

病

・

死

」
に

関

し

て

悩

み

や

苦

し

み

を

抱

え

る

人

が

多

い

医

療

現

場

に

お

い

て

、
そ

の

よ

う

な

方

の

ケ

ア

が

必

要

に

な

る

。
し

か

し

、
医

療

は

病

気

を

治

す

こ

と

に

重

点

を

置

き

、
患

者

の

身

体

だ

け

診

て

き

た

為

に

、
「

老

・

病

・

死

」
で

苦

し

む

患

者

の

心

の

ケ

ア

が

出

来

な

い

。

だ

か

ら

こ

そ

、

仏

教

に

よ

る

生

き

る

意

味

や

い

の

ち

、

死

に

対

し

て

の

教

え

が

必

要

に

な

る

の

で

あ

る

。

日

本

で

は

、

田

宮

氏

に

よ

る

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

の

提

唱

以

降

、

長

岡

西

病

院

の

ビ

ハ

ー

ラ

病

棟

を

は

じ

め

、

緩

和

ケ

ア

病

棟

が

設

立

さ

れ

て

き

た

が

、

仏

教

は

、

生

き

た

人

間

を

相

手

に

し

た

取

り

組

み

が

怠

慢

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

為

に

、

病

院

で

の

宗

教

者

の

存

在

が

タ

ブ

ー

視

さ

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

こ

こ

近

年

で

は

医

療

者

も

患

者

も

医

療

現

場

で

の

宗

教

者

の

存

在

に

期

待

を

持

っ

て

い

る

と

い

う

の

が

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

か

ら

証

明

さ

れ

て

お

り

、

ビ

ハ

ー

ラ

僧

の

人

材

育

成

が

必

要

に

な

る

。

浄

土

真

宗

本

願

寺

コピー厳禁
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派

で

は

、
「

ビ

ハ

ー

ラ

僧

養

成

研

修

会

（

仮

称

）
」

を

今

年

の

一

〇

月

か

ら

試

行

的

に

実

施

し

、

人

材

育

成

に

向

け

た

取

り

組

み

を

行

な

っ

て

い

る

。
人

材

育

成

は

時

間

が

か

か

る

も

の

だ

が

、
立

派

な

ビ

ハ

ー

ラ

僧

が

誕

生

す

る

こ

と

で

、
「

老

・

病

・

死

」
で

苦

し

む

患

者

を

一

人

で

も

多

く

救

う

こ

と

に

つ

な

が

り

、
「

生

き

て

き

て

よ

か

っ

た

」

と

思

っ

て

も

ら

う

こ

と

が

出

来

る

だ

ろ

う

。 

 

ま

た

、

田

宮

氏

が

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

を

提

唱

し

た

当

初

か

ら

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

拡

大

し

て

お

り

、

病

院

・

福

祉

機

関

に

限

定

せ

ず

、

僧

侶

に

よ

る

社

会

活

動

全

て

が

「

ビ

ハ

ー

ラ

」

と

解

釈

さ

れ

、

災

害

の

援

助

や

お

寺

そ

の

も

の

を

拠

点

と

し

た

活

動

な

ど

が

行

な

わ

れ

始

め

て

い

る

。

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

認

知

が

広

ま

っ

た

き

っ

か

け

の

一

つ

と

し

て

二

〇

一

一

年

に

起

こ

っ

た

東

日

本

大

震

災

が

挙

げ

ら

れ

、
仏

教

教

団

は

、
超

宗

派

で

心

の

ケ

ア

の

為

の

相

談

に

あ

た

っ

た

。
「

生

・

老

・

病

・

死

」

の

苦

し

み

や

悩

み

を

持

つ

人

は

、
高

齢

者

に

限

ら

ず

生

き

て

い

る

全

て

の

人

が

持

っ

て

い

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

だ

か

ら

こ

そ

、

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

は

、

病

院

や

福

祉

施

設

に

と

ど

ま

る

の

で

は

な

く

、

今

後

さ

ら

な

る

宗

教

者

の

活

動

や

人

材

育

成

に

よ

っ

て

活

動

を

拡

げ

て

い

く

こ

と

を

期

待

し

た

い

。 
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憲
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憲
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勝

常

行

「

二

〇

一

〇

年
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平

成

二
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度
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開
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ポ

ジ

ウ
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現

代

の

医
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宗
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仏

教

」
、
『

大

学

院

実

践

真

宗

学

研

究

科

紀
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号
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畑

正

久

『

医

療

文

化
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教

文
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頁 
2

2 

早

島

理 

池

永

昌

之 

田

畑

正

久 

吾

勝

常

行

「

二

〇

一

〇

年(
平

成

二

十

二)

度

公

開

シ

ン

ポ

ジ

ウ
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現

代

の

医

療

と

宗

教

・

仏

教

」
、
『
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谷

大

学

大

学

院

実

践

真

宗

学

研

究

科

紀

要

』

創

刊

号

、

三

八
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3 

田

畑

正

久

『

医

療

文

化
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仏
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学

院
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五

号

、
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〇 
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敬

史
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僧
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、
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研

究

』

第
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第

一

号

、

二

四
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2
6

打

本

弘

祐

「

医

療

に

お

け

る

宗

教

的

ニ

ー

ズ

を

め

ぐ

っ

て

」
、
『

龍

谷

大

学

龍

谷

学
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「

龍

谷

大

学

論
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一

七

頁  
2
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打

本

弘

祐

「

医

療

に

お

け

る

宗

教

的

ケ

ア

と

ニ

ー

ズ

を

め

ぐ

っ

て

」
、
『

龍

谷

大

学

龍

谷

学
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「

龍

谷

大

学

論

集
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、

一

七

頁 
2

8 

打

本

弘

祐

「

医

療

に

お

け

る

宗

教

的

ケ

ア

と

ニ

ー

ズ

を

め

ぐ

っ

て

」
、
『

龍

谷

大

学

龍

谷

学

会

「

龍

谷

大

学

論

集

」
』
、

一

八

頁 
2

9

花

岡

尚

樹

「

特

別

寄

稿 

医

療

現

場

に

お

け

る

僧

侶

の

役

割

」
、
『

龍

谷

大

学

大

学

院

実

践

真

宗

学

研

究

科

紀

要

』

第

五

号

、

六

九 
 

頁 
3

0 

打

本

弘

祐

「

ビ

ハ

ー

ラ

の

展

開

と

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧

〉
」
、
『

二

〇

一

六

年

度

研

究

活

動

報

告

書

』
、

二

〇

三

頁 
 

 
 

3
1 h

ttp://social.h
on

gw
an

ji.or.jp/

（

二

〇

一

七

年

一

二

月

九

日

、

一

三

時

四

〇

分

） 
3

2

打

本

弘

祐

「

医

療

に

お

け

る

宗

教

的

ケ

ア

と

ニ

ー

ズ

を

め

ぐ

っ

て

」
、
『

龍

谷

大

学

龍

谷

学

会

「

龍

谷

大

学

論

集

」
』
、

二

〇

頁 
3

3 h
ttp://social.h

on
gw

an
ji.or.jp/

（

二

〇

一

七

年

一

二

月

九

日

、

一

四

時

三

〇

分

） 
3

4 h
ttp://social.h

on
gw

an
ji.or.jp/

（

二

〇

一

七

年

一

二

月

九

日

、

一

四

時

五

〇

分

） 
3

5 h
ttp://w

w
w

.asok
avih

ara.jp/

（

二

〇

一

七

年

一

二

月

九

日

、

一

五

時

二

〇

分

） 
3

6 

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

編

『

お

坊

さ

ん

の

い

る

病

院 

あ

そ

か

ビ

ハ

ー

ラ

病

院

の

緩

和

ケ

ア

』

一

一

八

頁 
3

7

打

本

弘

祐

「

ビ

ハ

ー

ラ

の

展

開

と

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧

〉
」
、
『

二

〇

一

六

年

度

研

究

活

動

報

告

書

』
、

二

〇

〇

頁 
3

8 

奈

倉

道

隆
「

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

と

そ

の

現

代

的

意

義

」
、
『

日

本

仏

教

社

会

福

祉

学

会

年

報

』
第

四

〇

号

、
二

六
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9 

奈

倉

道

隆
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浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

と

そ

の

現

代

的

意

義
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『

日

本

仏

教

社

会

福

祉

学

会

年

報

』
第

四

〇

号

、
二

六

頁 
4

0 

福

永

憲

子

『

最

期

に

ビ

ハ

ー

ラ

は

何

が

で

き

る

か

ー

日

本

的

看

取

り

と

ビ

ハ

ー

ラ

の

展

開

』

一

三

八

頁 
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科

紀

要

』

第

三

六

集

・

二

〇 
一

四

年

） 

 
 

・

伊

藤

秀

章

「

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

お

け

る

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

意

義

」
（
『

宗

教

研

究

』

第

八

五

巻

・

二

〇

一

二

年

） 

 
 

・

伊

藤

秀

章

「

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

に

お

け

る

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

の

展

開

と

現

状

課

題

」
（
『

龍

谷

大

学

教

育

学

会

紀

要

』

第

十

号

・ 

二

〇

一

一

年

） 

・

打

本

弘

祐

「

ビ

ハ

ー

ラ

の

展

開

と

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧

〉
」
（
『

二

〇

一

六

年

度

研

究

活

動

報

告

書

』

二

〇

一

七

年

） 

・

打

本

弘

祐

「

医

療

に

お

け

る

宗

教

的

ニ

ー

ズ

を

め

ぐ

っ

て

」
（
『

龍

谷

大

学

龍

谷

学

会

「

龍

谷

大

学

論

集

」
』

二

〇

一

七

年

） 

・

打

本

弘

祐

「

医

療

・

福

祉

現

場

に

お

け

る

〈

ビ

ハ

ー

ラ

僧

〉

の

現

代

的

役

割

に

つ

い

て

」
（
『

宗

教

研

究

』

第

八

三

巻

・

二

〇 

一

〇

年

） 

 
 

・

奈

倉

道

隆

「

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

の

ビ

ハ

ー

ラ

活

動

と

そ

の

現

代

的

意

義

」
（
『

日

本

仏

教

社

会

福

祉

学

会

年

報

』

第

四

〇

号

・ 

二

〇

〇

〇

年

） 

・

鍋

島

直

樹

「

親

鸞

に

お

け

る

生

死

観

」
（
『

印

度

仏

教

学

研

究

』

第

五

〇

巻

第

一

号

・

二

〇

〇

二

年

） 
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・
花

岡

尚

樹
「

特

別

寄

稿 

医

療

現

場

に

お

け

る

僧

侶

の

役

割

」
（
『

龍

谷

大

学

大

学

院

実

践

真

宗

学

研

究

科

紀

要

』
第

五

号

・ 

二

〇

一

六

年

） 
・

早

島

理 

池

永

昌

之 

田

畑

正

久 

吾

勝

常

行

「

二

〇

一

〇

年

（

平

成

二

十

二

）

度

公

開

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム 

現

代

の

医

療 
 

 
 

 

と

宗

教

・

仏

教

」
（
『

龍

谷

大

学

大

学

院

実

践

真

宗

学

研

究

科

紀

要

』

創

刊

号

・

二

〇

一

二

年

） 

 
 

・

森

田

敬

史

「

ビ

ハ

ー

ラ

僧

の

実

際

」
（
『

人

間

福

祉

学

研

究

』

第

三

巻

第

一

号

・

二

〇

一

〇

年

） 
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