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皆
様
、
初
め
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
私
は
、
今
発
表
が
あ
り
ま
し
た
酒
井
菜
法
さ
ん
を
は
じ
め
、
様
々
な
臨
床
宗

教
師
を
受
け
入
れ
て
い
る
、
上
尾
中
央
総
合
病
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
科
長
、
緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師
の
大
島
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
、
酒

井
菜
法
さ
ん
の
発
表
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
々
ご
ざ
い
ま
す
が
、
受
け
入
れ
る
側
の
立
場
と
し
て
の
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

当
院
は
埼
玉
県
上
尾
市
に
あ
り
ま
し
て
、
上
尾
市
内
の
中
核
病
院
と
し
て
が
ん
診
療
指
定
病
院
、
最
先
端
の
が
ん
治
療
を
提
供
し
て
い
る

医
療
機
関
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
医
師
の
研
修
や
、
地
域
の
支
援
病
院
、
が
ん
の
市
の
研
修
指
定
病
院
等
で
、
様
々
な
貢
献
を
し
て
お
り
ま

す
。

　

私
は
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
お
り
ま
し
て
、
緩
和
ケ
ア
認
定
看
護
師
と
い
う
立
場
か
ら
、
緩
和
ケ
ア
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
ご
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。
緩
和
ケ
ア
、
こ
ち
ら
は
（
資
料
③
）
二
〇
〇
二
年
に
改
定
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
定
義
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
緩
和
ケ
ア
と

は
、
生
命
を
脅
か
す
疾
患
に
伴
う
問
題
に
直
面
し
た
患
者
と
家
族
」、
こ
こ
で
大
事
な
の
が
患
者
だ
け
で
は
な
く
、
ご
家
族
な
の
で
す
。

「
痛
み
や
身
体
的
、
心
理
社
会
的
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
早
期
か
ら
」、
よ
く
緩
和
ケ
ア
と
言
う
と
最
期
の
医
療
だ
、
最
期
の
ケ
ア

だ
、
も
う
何
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
緩
和
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
誤
解
を
持
つ
方
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
の
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
あ

る
よ
う
に
、「
早
期
か
ら
正
確
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
痛
予
防
と
軽
減
を
図
り
、
生
活
の
質
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
向

第
二
十
七
回
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
・
日
蓮
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー

宗
教
者
の
公
共
空
間
に
お
け
る
実
践

大

　
島

　
英

　
子
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上
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
す
。

　

な
の
で
、
例
え
ば
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
と
き
に
頭
が
真
っ
白
に
な
っ
て
き
て
、
気
持
ち
が
落
ち
込
ん
で
、
治
療
の
選
択
が
で
き
な
い
と

か
、
と
て
も
痛
み
が
強
く
て
、
治
療
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
に
は
早
期
に
介
入
し
て
、
心
の
ケ
ア
と
か
、
痛
み
の
緩
和
を
図

っ
て
い
く
こ
と
で
、
よ
い
治
療
成
績
を
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
治
療
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
（
資
料
④
）
は
、
死
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
九
五
〇
年
代
は
、
結
核
や
腸
炎
な
ど
感

染
症
で
亡
く
な
る
方
が
主
で
し
た
。
ま
た
、
死
亡
の
場
所
は
七
割
が
自
宅
と
い
う
こ
と
で
、
平
均
寿
命
も
六
十
歳
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
脳
血
管
疾
患
が
死
因
の
第
一
位
に
な
り
、
そ
れ
と
共
に
、
自
宅
か
ら
病
院
へ
と
死
亡
場
所
が
変
わ
っ
て
い
く
時
代

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
は
悪
性
新
生
物
、
が
ん
が
死
亡
原
因
の
第
一
位
に
な
り
ま
し
て
、
今
や

二
人
に
一
人
が
が
ん
に
な
り
、
二
人
に
一
人
が
が
ん
で
死
ぬ
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
心
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
が
第
四
位
に
下

が
り
ま
し
て
、
代
わ
り
に
肺
炎
の
死
因
が
主
た
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
死
亡
場
所
と
し
て
は
八
割
が
病
院
で
す
。
自
宅
は
ほ
ん
と
に
五
パ

ー
セ
ン
ト
未
満
と
い
う
こ
と
で
、
在
宅
医
療
、
在
宅
看
取
り
が
増
え
て
も
、
ま
だ
ま
だ
ニ
ー
ズ
に
は
伴
わ
な
い
よ
う
な
現
状
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
死
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
の
変
化
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
慢
性
疾
患
の
増
加
で
、
来
る
二
〇
二
五
年
問
題
で
も
あ
る

よ
う
に
、
高
齢
化
社
会
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て
人
口
の
高
齢
化
、
単
独
世
帯
と
核
家
族
世
帯
の
増
加
が
あ
り
、
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ

ケ
ア
と
い
う
の
は
、
緩
和
ケ
ア
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
の
言
葉
で
す
が
、
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
ケ
ア
が
必
要

な
人
は
増
加
す
る
け
れ
ど
も
、
必
要
な
人
を
支
え
る
社
会
基
盤
の
弱
体
化
と
い
う
こ
と
が
、
現
代
の
課
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
（
資
料
⑥
）
は
、
人
々
が
希
望
す
る
死
の
状
況
と
実
際
の
状
況
の
不
一
致
の
研
究
結
果
で
す
が
、
多
く
の
方
が
希
望
す
る
療
養
場

所
が
自
宅
、
死
亡
場
所
も
自
宅
が
い
い
と
、
半
数
の
方
た
ち
が
希
望
を
出
し
て
お
り
ま
す
が
、
実
際
の
死
亡
場
所
は
約
八
割
が
病
院
、
し

か
も
一
般
病
棟
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
の
で
、
患
者
さ
ん
自
身
が
望
む
場
所
で
療
養
し
た
り
、
最
期
を
迎
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
課
題
に
挙
が
り
ま
す
。

04-04　大島.indd   224 2019/06/03   9:03



225

宗教者の公共空間における実践（大島）

　

そ
し
て
、
患
者
家
族
が
望
む
緩
和
ケ
ア
を
提
供
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
の
研
究
結
果
（
資
料
⑦
）
で
す
が
、
特
に
日

本
人
の
多
く
が
共
通
し
て
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
の
中
で
は
、
苦
痛
が
な
い
と
か
、
望
ん
だ
場
所
で
過
ご
す
、
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
、

人
生
を
全
う
し
た
と
感
じ
ら
れ
る
、
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
人
に
よ
っ
て
重
要
さ
は
異
な
る
が
、
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
と
し
て

は
、
で
き
る
だ
け
治
療
を
受
け
る
、
自
然
な
形
で
過
ご
す
、
ま
た
、
生
き
て
い
る
価
値
を
感
じ
ら
れ
る
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
る
な
ど
が
挙

が
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
を
充
分
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
言
え
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
向
上
す
る
と
い
う
文
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

「Q
uality of Life

」
と
は
、「
生
活
・
人
生
の
質
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
資
料
⑧
）。
例
え
ば
Ａ
さ
ん
は
、「
痛
み
が
あ
る

の
は
イ
ヤ
だ
」
と
い
う
苦
痛
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、「
住
み
慣
れ
た
家
で
過
ご
し
た
い
」
と
い
う
望
ん
だ
場
所
で
過
ご
す
こ
と
、「
子
ど
も

扱
い
を
さ
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
自
尊
心
を
保
つ
こ
と
が
Ａ
さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
で
す
。
一
方
Ｂ
さ
ん
は
、「
子
ど
も
た
ち
の
迷
惑
に
な
り
た

く
な
い
」
と
い
う
他
者
の
負
担
に
な
ら
な
い
こ
と
、「
身
の
回
り
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
」
と
い
う
残
さ
れ
た
時
間
を
知
り
準
備
を
す

る
こ
と
、
ま
た
、「
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
最
期
ま
で
生
き
た
い
」
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
人
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
よ
う
に
違
う
、
多

次
元
で
主
観
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
私
た
ち
は
個
々
に
応
じ
た
ニ
ー
ズ
に
、
し
っ
か
り
と
向
き
合
っ
て
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
酒
井
菜
法
さ
ん
か
ら
も
あ
り
ま
し
た
、
ト
ー
タ
ル
ペ
イ
ン
の
図
式
に
な
り
ま
す
（
資
料
⑨
）。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
側

面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
専
門
に
す
る
立
場
の
も
の
が
担
っ
て
い
く
べ
き
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
れ
も
影
響
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
し

て
捉
え
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
痛
み
が
あ
れ
ば
い
ら
い
ら
し
、
夜
が
眠
れ
な
い
、
入
院
が
継
続
し
て
い
く
こ
と
で
治
療
が
で
き
な
い
、

医
療
費
が
か
か
る
、
こ
ん
な
自
分
は
生
き
て
い
る
意
味
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
苦
し
む
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
痛
が
重
な
り
合

い
な
が
ら
、
影
響
し
合
い
な
が
ら
、
患
者
さ
ん
は
全
人
的
苦
痛
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
視
点
が
と
て
も
大
事
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
先
ほ
ど
の
図
式
に
な
り
ま
す
が
（
資
料
⑩
）、
な
ぜ
多
職
種
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
職
種
と
い
う
の
は
、「
他
」
と
書

04-04　大島.indd   225 2019/06/03   9:03



現代宗教研究　第53号（2019.3）　　226

く
意
味
合
い
も
あ
る
の
で
す
が
、
多
く
は
い
ろ
ん
な
職
種
が
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
多
い
職
種
」
と
書
い
て
、「
多
職
種
」
と
い
う
ふ

う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
人
の
多
く
が
共
通
し
て
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
、
苦
痛
が
な
い
こ
と
や
、
望
ん
だ
場
所
で
過
ご

し
た
い
な
ど
、
こ
れ
ら
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
医
療
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
の
主
た
る
も
の
は
医
師
と
看
護
師
で
あ
り
ま
す
が
、
医
師
と
看

護
師
だ
け
で
、
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
特
に
知
っ
て
い
る
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
痛
み
が
あ
る
場
合
、
薬
剤
の
調
整
は
薬
剤
師
、
食
事
の
工
夫
は
栄
養
士
、

気
持
ち
が
辛
い
と
き
は
心
理
士
、
根
源
的
な
苦
悩
が
あ
る
と
き
は
臨
床
宗
教
師
、
在
宅
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
な
ど
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
カ
ー
、
退
院
支
援
看
護
師
、
ま
た
自
宅
構
造
の
改
装
で
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
が
専
門
性
を
発
揮
し
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
多
職

種
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
家
族
に
質
の
高
い
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
が
徐
々
に
補
い
合
い
な
が
ら
多
職
種
チ
ー
ム
と
し
て
専
門
性
を
発
揮
し
、
か
つ
協
同
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
こ
こ
で
、
当
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
臨
床
宗
教
師
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
者
の
宗
教
家
の

方
は
十
二
名
で
す
。
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
配
布
し
た
資
料
の
中
で
は
、
病
院
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
き
て
い
る
資
料
が
ご

ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
の
複
数
、
十
二
名
も
受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
れ
な
と
こ
ろ
で
、
当
院
く
ら
い
で
す
。
あ
と
は
多
く
て
も

一
人
、
二
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
お
よ
び
採
用
者
に
な
り
ま
す
。

　

宗
派
の
内
訳
は
こ
の
よ
う
な
形
で
（
資
料
⑬
）、
仏
教
徒
以
外
に
も
天
理
教
、
神
社
神
道
神
職
の
方
、
か
つ
こ
の
神
職
の
方
は
精
神
科

医
で
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
医
療
と
宗
教
両
面
に
強
い
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
取
り
ま
と
め
な
が
ら
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
え
て
い
く
の
が
、
私
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
発
揮
し
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
参
画
し
て
い
た
だ
く
も
の
に
は
、

多
職
種
チ
ー
ム
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、
こ
ち
ら
は
先
ほ
ど
の
酒
井
菜
法
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
も
日
々
あ
り
ま
す
が
、
月
に

一
回
、
医
師
と
か
薬
剤
師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
交
え
た
、
多
職
種
チ
ー
ム
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
も
参
画
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
中

で
、
臨
床
心
理
士
か
ら
の
発
言
を
い
た
だ
い
た
り
、
臨
床
宗
教
師
に
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
役
割
を
依
頼
し
た
り
、
そ
ん
な
活
発
な
場
に
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な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
傾
聴
喫
茶
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
は
、
東
日
本
大
震
災
を
発
端
に
宗
派
、
宗
教
を
越
え
て
、
苦
し
む
人
々
に
手
を
さ
し
の

べ
る
傾
聴
喫
茶
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
が
、
わ
が
病
棟
で
も
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
の
の
れ
ん
分
け
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
昨
年
か

ら
「
ソ
ラ
・
カ
フ
ェ
」
と
い
う
名
前
で
傾
聴
喫
茶
を
運
営
し
て
い
た
も
の
を
、
そ
ろ
そ
ろ
傾
聴
喫
茶
の
土
台
作
り
が
で
き
た
と
い
う
こ
と

で
、
主
催
し
て
い
る
金
田
老
師
の
許
可
を
い
た
だ
い
て
、「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
東
北
大
学
実
践

宗
教
学
寄
附
講
座
の
臨
床
宗
教
師
研
修
の
実
習
受
け
入
れ
も
し
な
が
ら
、
社
会
貢
献
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、「
カ
フ

ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
は
こ
の
看
板
が
特
徴
的
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
看
板
を
立
て
な
が
ら
、
ジ
ャ
ズ
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
奏
で
な
が
ら
、
臨
床
宗

教
師
さ
ん
、
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
が
共
同
し
な
が
ら
カ
フ
ェ
を
運
営
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
チ
ー
ム
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
チ
ー
ム
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が

充
実
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
な
か
な
か
な
く
、
課
題
だ
と
い
う
こ
と
で
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
一
人
ひ
と
り
が
患
者
さ
ん
の
情
報
を
、

と
り
あ
え
ず
ベ
ッ
ド
ボ
ー
ド
に
あ
る
お
名
前
の
一
覧
を
配
布
し
な
が
ら
、
患
者
さ
ま
の
状
況
を
細
や
か
に
お
伝
え
し
て
、
臨
床
宗
教
師
さ

ん
た
ち
は
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
終
わ
っ
た
後
に
、
自
分
た
ち
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
な
が
ら
、
再
度
訪
れ

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

酒
井
菜
法
さ
ん
は
白
衣
を
着
て
実
習
受
け
入
れ
を
し
ま
し
た
、
北
海
道
の
臨
床
宗
教
師
の
受
け
入
れ
も
し
ま
し
た
が
、
白
衣
を
着
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
な
ぜ
白
衣
を
着
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
と
、
宗
教
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
見
え
る
も
の
と
、
医
療
者
側
の
視
点
で
見

る
も
の
と
い
う
の
は
や
は
り
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
の
で
、
ぜ
ひ
医
療
現
場
の
目
で
、
ど
の
よ
う
に
患
者
さ
ん
が
映
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に

臨
床
宗
教
師
が
映
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
変
わ
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
深
め
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
臨
床
宗
教

師
と
し
て
お
役
に
立
て
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
意
味
で
す
。
白
衣
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
風
呂
の
手
伝
い
と
か
、
入
浴
の
お
手
伝

い
と
か
、
看
護
師
の
手
伝
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
た
く
さ
ん
持
ち
な
が
ら
、
お
帰
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り
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
臨
床
宗
教
師
さ
ん
の
と
き
に
は
一
般
病
棟
の
中
で
、
自
死
を
迎
え
た
方
が
い
て
、
病
棟
の
看
護
師

が
と
て
も
傷
つ
き
な
が
ら
、
大
変
な
状
況
の
一
般
病
棟
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
臨
床
宗
教
師
の
、
こ
の
方
は
も
う
資
格
を
お
持
ち
で
し

た
の
で
、
実
際
他
病
棟
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
参
加
を
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
お
経
を
唱
え
た
り
、
気
持
ち
を
落
ち
着
け
た
り
、
シ
ェ
ア

を
し
て
い
た
だ
い
た
り
し
な
が
ら
、
ケ
ア
を
担
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
臨
床
宗
教
師
、
緩
和
ケ
ア
の
場
以
外
の
中
で
も
、

活
躍
を
す
る
可
能
性
が
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
形
で
、
和
や
か
な
お
茶
の
作
り
方
実
践
な
ど
も
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
事
例
を
紹
介
し
ま
す
（
資
料
⑮
）。
こ
の
方
は
六
十
歳
女
性
で
乳
が
ん
で
す
。
脳
転
移
の
影
響
で
認
知
症
な
ど
を
患
い
な
が
ら
、

な
か
な
か
充
分
な
意
思
疎
通
が
図
れ
な
い
方
で
し
た
が
、「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
に
来
る
こ
と
は
す
ご
く
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
お
数
珠
づ
く
り
、
好
き
な
ピ
ン
ク
色
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
な
ぜ
ピ
ン
ク
色
を
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
や
は
り
ご
主
人

と
の
温
か
い
夫
婦
関
係
を
思
い
出
す
、
そ
ん
な
色
合
い
だ
と
い
う
こ
と
で
、
臨
床
宗
教
師
さ
ん
と
一
緒
に
作
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
私
た
ち
看
護
師
と
か
一
般
の
者
が
作
る
と
た
だ
の
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
で
す
が
、
臨
床
宗
教
師
さ
ん
が
作
る
こ
と
で
、
念
入
れ
と
い
う

ふ
う
に
、
最
後
に
ご
本
人
の
好
き
な
こ
と
を
み
ん
な
で
念
じ
な
が
ら
、
こ
れ
が
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
か
ら
お
数
珠
に
代
わ
り
、
大
事
な
宝
物
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。
何
回
か
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
に
は
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
が
、
衰
弱
が
進

行
し
、
亡
く
な
り
ま
し
た
。
腕
に
は
最
後
ま
で
ピ
ン
ク
色
の
お
数
珠
が
あ
り
ま
し
た
。

　

自
分
の
た
め
に
作
る
も
の
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
家
族
の
た
め
に
作
り
た
い
と
思
っ
て
作
る
方
も
多
い
で
す
。
自
分
は
病
気
に
な
っ
て
、

し
て
あ
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
苦
し
い
と
悔
や
む
方
が
多
い
で
す
が
、
家
族
の
た
め
に
何
か
を
残
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と

い
う
の
は
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
は
す
ご
く
、
ひ
と
滴
の
望
み
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
主
人
を
思
っ
て
、
息
子
さ
ん
を
思
っ
て
作
っ
た
お

数
珠
を
、
葬
儀
の
と
き
に
は
ご
家
族
の
腕
に
そ
の
お
数
珠
が
巻
か
れ
、
お
見
送
り
と
い
う
ふ
う
に
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま

す
。
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事
例
二
に
な
り
ま
す
が
、
大
腸
が
ん
の
女
性
で
す
（
資
料
⑯
）。
四
十
歳
な
の
で
す
が
、
タ
ヒ
チ
ア
ン
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー
の
主
催
を
し
て

い
る
お
兄
さ
ん
の
も
と
で
、
元
ダ
ン
サ
ー
で
、
今
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
ダ
ン
サ
ー
の
方
の
お
洋
服
を
作
っ
た
り
し
な
が
ら
、

タ
ヒ
チ
ア
ン
ダ
ン
ス
に
親
し
ん
だ
方
で
す
。
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
中
で
は
、
死
を
迎
え
る
場
で
は
あ
り
ま
す
が
、
常
に
急
変
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
方
も
前
の
日
ま
で
は
お
話
が
で
き
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
日
に
は
急
変
を
し
て
、
意
識
が
急
激
に
な
く
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
お
兄
さ
ん
の
希
望
と
し
て
は
、
本
人
の
人
生
の
生
き
が
い
で
も
あ
っ
た
タ
ヒ
チ
ア
ン
ダ
ン
ス
、「
生
徒
さ
ん
の
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー

を
最
期
に
見
せ
て
あ
げ
た
い
ん
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
臨
床
宗
教
師
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
で
し
た
の
で
、
み
ん
な

で
、「
よ
し
、
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
一
致
団
結
し
て
、
夜
に
な
り
ま
し
た
が
、
ダ
ン
サ
ー
の
方
を
集
め
て
、
あ
と
は
ラ
ウ
ン
ジ
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
臨
床
宗
教
師
さ
ん
と
共
に
行
い
な
が
ら
、
最
後
の
ダ
ン
ス
を
み
ん
な
で
、
笑
顔
で
披
露
し
な
が
ら
行
い
ま
し
た
。
ご

本
人
は
意
識
が
落
ち
て
い
て
、
ど
の
く
ら
い
し
っ
か
り
分
か
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
ご
様
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
と
て
も
穏

や
か
な
表
情
で
、
こ
の
二
日
後
に
皆
さ
ん
で
お
看
取
り
に
な
り
な
が
ら
、
亡
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
当
に
最
期
の
場
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
喜
び
や
楽
し
み
と
い
う
も
の
も
感
じ
な
が
ら
、
場
の
雰
囲
気
を
盛
り
上

げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
中
で
は
大
事
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
高
野
山
真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
で
、
臨
床
宗
教
師
の
方
、

去
年
か
ら
声
明
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
お
経
を
音
楽
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
で
、
お
経
に
親
し
み
を
感
じ
て

い
た
だ
い
て
、
み
ん
な
で
歌
を
歌
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
会
で
す
。
私
は
は
じ
め
、「
ぜ
ひ
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
一

般
病
棟
の
中
で
、
僧
侶
が
声
明
を
唱
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
臨
床
宗
教
師
さ
ん
か
ら
、「
ち
ょ
っ
と
、
大
丈
夫
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ふ
う
な
、
心
配
や
不
安
を
抱
え
る
中
で
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
が
、
意
外
に
意
外
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
参
加
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
、

宗
教
に
親
し
ん
で
く
だ
さ
り
、
興
味
深
く
参
加
す
る
方
が
多
か
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
先
週
、
二
回
目
の
声
明
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
始
し
て

お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
季
節
の
催
し
物
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
臨
床
宗
教
師
さ
ん
と
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
お
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り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
発
表
の
中
に
あ
り
ま
し
た
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
、
お
弟
子
さ
ん
の
尼
僧
さ
ん
な
の
で
す
が
、
元
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ニ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
、
来
日
の
と
き
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
ハ
ー
プ
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
き
、
や
は
り
魂
に
触
れ
る
と
い
う
の

は
お
経
で
あ
っ
た
り
、
美
し
い
音
楽
で
あ
っ
た
り
、
人
の
楽
し
い
雰
囲
気
を
感
じ
る
感
性
だ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
企
画
を

順
次
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
ケ
ア
を
提
供
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
ケ
ア
と
、
基
本
的
態
度
と
し
て
、
ケ
ア
リ

ン
グ
と
い
う
も
の
を
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
資
料
⑱
）。
ほ
ん
と
に
一
人
ひ
と
り
の
人
格
を
ケ
ア
す
る
と
い
う
の
は
す
ご
く
深
い
こ
と

で
、
そ
こ
に
た
く
さ
ん
の
自
分
と
向
き
合
い
、
自
分
を
裸
に
し
な
が
ら
純
粋
な
自
分
を
し
っ
か
り
見
つ
め
つ
つ
、
中
に
あ
る
純
粋
性
を
し

っ
か
り
と
見
届
け
な
が
ら
ケ
ア
の
場
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
に
し
て
お
き
た
い
こ
と
で
す
。
す
ご
く
感
性
の
高
い
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
仕
事
か
と
思
い
ま
す
。
ケ
ア
リ
ン
グ
の
五
要
素
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
資
料
⑲
）、
常
に
自
分

と
向
き
合
い
な
が
ら
、
知
識
を
向
上
さ
せ
な
が
ら
、
態
度
を
深
め
な
が
ら
、
現
場
に
居
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
さ
ん
と
い
う
、
緩
和
ケ
ア
を
初
め
て
生
み
出
し
た
ド
ク
タ
ー
の
言
葉
を
、
一
部
改
変
し
て
お
り
ま

す
。「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
ケ
ア
に
お
い
て
臨
床
宗
教
師
と
は
、『
何
か
を
す
る
』
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
」、
お
題
目
を
唱
え

る
、
数
珠
を
作
る
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、「
患
者
、
家
族
と
『
共
に
い
る
』
こ
と
」、
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
事
に
な
り
ま

す
。「N

ot doing, but being

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
寄
り
添
い
続
け
る
臨
床
宗
教
師
の
皆
さ
ん
を
、

現
場
は
常
に
求
め
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
病
棟
の
紹
介
の
動
画
を
四
分
程
度
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
私
の
発
表
は
終
わ
り
に
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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第２７回法華経・日蓮聖人・日蓮教団研究セミナー 

宗教者の公共空間による実践 

2018年1月31日（水） 
上尾中央総合病院  

緩和ケア認定看護師 大島 英子 

①

当院概要 
理念「高度な医療で愛し愛される病院」 

 
H26年6月B館第Ⅰ期工事竣工 病床数733床 
 
• 厚生労働省臨床研修指定  
• 埼玉県がん診療指定病院  
• 日本がん治療認定医機構認定研修施設  
• 日本医療機能評価機構認定  
• ISO9001:2008認証取得  
• プライバシーマーク付与認定施設  
• 人間ドック・健診施設機能評価認定施設  
• 労働衛生サービス機能評価認定施設  
• 埼玉県全面禁煙空間分煙実施施設  
• 腹部ステントグラフト実施施設  
• 胸部ステントグラフト実施施設  
• 医療被ばく低減施設  
• 救急指定・労災指定  
• 地域支援病院 

 ②
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3 

緩和ケアは、生命を脅かす疾患に伴う問題に直面する

患者と家族に対し、痛みや身体的、心理社会的、スピ

リチュアルな問題を早期から正確にアセスメントし解決

することにより、苦痛の予防と軽減を図り、生活の質

（QOL）を向上させるためのアプローチである。 

緩和ケア（WHO, 2002） 

（Sepulveda C et al, 2002） 

痛みの治療と 
緩和ケア 

抗がん治療 

死亡 診断 

3 ③

4 

死を取り巻く社会状況の変化 

1950年 1980年 2008年 

主な死因 
1．結核 
2．脳血管疾患 
3．下痢・腸炎 

1．脳血管疾患 
2．悪性新生物 
3．心疾患 

1．悪性新生物 
2．心疾患 
3．脳血管疾患 

主な死亡場所 自宅（約7割） 自宅→病院 病院（約8割） 

死亡者数 約90万人 約72万人 約114万人 

平均余命 60.0歳 76.0歳 82.7歳 

高齢人口割合 4.9％ 9.1％ 22.1％ 

平均世帯人員 5.07人 3.28人 2.63人 

(厚生統計協会, 2009; 厚生労働省HP; 内閣府HP; 日本衛生統計協会編, 1951) 

4 

④
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宗教者の公共空間における実践（大島）

⑤

6 

人々が希望する死の状況と実際の状況との不一致 

患者自身が望む場所で、 
療養したり最期を迎えたりできることが課題 

(Sanjo M et al, 2007; 厚生労働省HP; 日本ホスピス緩和ケア協会, 2010） 

在宅

病院

緩和ケア病棟 

その他 

希望する療養場所 
（一般市民1,899名） 

希望する死亡場所 
（一般市民1,899名） 

実際の死亡場所 

0 20 40 60 80 100 

46％ 18％ 36％ 

55％ 15％ 29％ 

12％ 73％ 5％ 10％ 

（％） 

6 
⑥
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7 

患者・家族が望む緩和ケアを提供できているか？ 

これらのケアを十分に提供していくことが課題 

(Miyashita M et al, 2007) 

日本人の多くが共通して 
大切にしていること 

人によって重要さは異なるが、 
大切にしていること 

●苦痛がない 

●望んだ場所で過ごす 

●希望や楽しみがある 

●医師や看護師を信頼できる 

●負担にならない 

●家族や友人と良い関係でいる 

●自立している 

●落ち着いた環境で過ごす 

●人として大切にされる 

●人生を全うしたと感じる 

●できるだけの治療を受ける 

●自然な形で過ごす 

●伝えたいことを伝えておける 

●先々のことを自分で決められる 

●病気や死を意識しない 

●他人に弱った姿を見せない 

●生きている価値を感じられる 

●信仰に支えられている 

対象：一般市民2,584名、緩和ケア病棟遺族513名 

7 ⑦

⑧
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宗教者の公共空間における実践（大島）

9 

全人的苦痛（トータルペイン） 

(淀川キリスト教病院 
ホスピス, 2001) 

全人的苦痛 
(total pain) 

精神的苦痛 社会的苦痛 

スピリチュアルな苦痛 

不安 
いらだち 
孤独感 
恐れ 

うつ状態 
怒り 

経済的な問題 
仕事上の問題 
家庭内の問題 

人間関係 
遺産相続 

人生の意味への問い 
価値体系の変化 
苦しみの意味 
罪の意識 

死への恐怖 
神の存在への追及 
死生観に対する悩み 

痛み 
他の身体症状 

日常生活動作の支障 

身体的苦痛 

9 ⑨

⑩
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11 

多職種チームアプローチの必要性 

多職種でアプローチすることによって 
患者・家族に質の高いケアを提供できる可能性が広がる 

例えば・・・ 
  ●自宅での療養を希望した場合 
 介護サービス導入や情報提供   
   ソーシャルワーカー、退院 
   調整看護師 
 自宅の家屋構造や患者の 
 日常生活動作のアセスメント 
   理学・作業療法士 

例えば・・・ 
  ●身体的な痛みがある場合 
 薬剤の調整  薬剤師 
 食事の工夫  栄養士 
  ●気持ちがつらい場合 
   心理士、臨床宗教師 
    など 
 

11 ⑪

12 

多職種チームアプローチの考え方 

各職種が、個々の患者のケアの目標に合意したうえで、 
そのケアを提供するために専門性を発揮し、協働する 

(濱口, 2007) 

患者･家族 

医師 看護師 
薬剤師 

ソーシャル 
ワーカー 

心理士 

栄養士 PT 
OT 

臨床 
宗教師 

介護 
スタッフ 

ボランティア 

12 ⑫
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宗教者の公共空間における実践（大島）

緩和ケア病棟の臨床宗教師 

• ボランティア登録者：12名 
• 宗教宗派内訳： 
 曹洞宗3名、高野山真言宗３名、みんなの寺1名 
 日蓮宗1名、浄土真宗1名、臨済宗1名、 
 天理教1名、神社神道神職１名 

⑬

臨床宗教師の主な活動 

• 多職種チームカンファレンス参加（毎月１回） 
• 傾聴喫茶「カフェ・デ・モンク」主催 
• 茶話会協力 
 
• 東北大学実践宗教学寄附講座臨床宗教師研修
実習受け入れ（年間1～2名） 

⑭
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事例１ 

• ６０歳代・女性・乳がん（自壊創）・多発肺転移 
• 脳転移・認知症 
• 脳転移の影響で片言しか話せない。 
• カフェ・デ・モンクに参加することを楽しみにし
ていた。臨床宗教師とともにお数珠作りに参
加。好きなピンク色を選ぶ。 

• 徐々に衰弱が進行し永眠、腕にはピンク色の
お数珠があった。 

 
⑮

事例２ 

• ４０歳代・女性・大腸癌・腹膜播種・肝転移 
• タヒチアンダンス教室の教室でダンサー、衣裳を
作っていた。 

• 余命日単位となり昏睡状態になる中、兄夫婦か
らタヒチアンダンスを見せてあげたいと希望。 

• 臨床宗教師と共に急遽場をセッティング、教室
の生徒さんたちがダンスを披露 

• その２日後永眠 

⑯
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宗教者の公共空間における実践（大島）

事例３ 

• ７０歳代、男性、肺がん、 
• 人と話をすることが好き、臨床宗教師と共に全
種類のハロウィンの衣装を着ておどける。１週間
後逝去 
 

• ７０歳代、女性、膵がん、骨転移 
• 趣味が山登り、社交的、毎回カフェデモンクに参
加、ご主人と仮装して楽しむ。 

• 2週間後逝去 

⑰

18 

エンド・オブ・ライフ・ケアを提供する 
緩和ケア（ｴﾝﾄﾞ・ｵﾌﾞ・ﾗｲﾌｹｱ）を提供する者に求められる基本的態度 

ケアリング： 
 ■「一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が 
   成長すること、自己実現することをたすけること」 
 
 ■「気づかい」 
  
    「感じとり応答する能力であり、関与すべき誰かまたは 
   何かに反応すること」 
 

（メイヤロフ M, 1971） 

（ベナー P, 1984） 

（ローチ MS, 1992） 

⑱
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19 

ケアリングの要素（5つのC） 

（ローチ MS, 1992） 

要素 内容 

思いやり 
Compassion 

他者の経験に関与し応えること。他者の痛みや障
害を感じ取ること 

能力 
Competence 

職業者としての責任を適切に果たすために必要と
される知識、判断能力、技能、エネルギー、経験
および動機づけを有している状態のこと 

信頼 
Confidence 

依存することなく互いに信じ合うことを促し、相互
に尊重し合う関係を築くこと 

良心 
Conscience 

道徳的意識を持つ状態のこと。道徳的にふさわし
い行動へと人を導くような羅針盤となる 

コミットメント 
Commitment 

課題や人や選択、職業に向けて自分自身を投じ
させること。専心 

⑲

20 

患者と共にいること 

 
エンド・オブ・ライフ・ケアにおいて臨床宗教師は、 

 「何かをする」ことだけでなく 
 患者や家族と 

「共にいる」ことが重要である 
 

Not doing, but being 
 

どのような状況にあっても寄り添い続ける 

⑳
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