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〈論文〉

近代日本における医療と宗教
―死生学の制度的背景―

奥 山  倫 明

1.　近代日本の医療と医学
2020 年は新型コロナ・ウイルス感染症の世界的な蔓延のなか、日本にお

いても春先以降、感染者・死者が急増した。感染防止のために一般市民にも
行動変容が求められ、「新しい生活様式」への適応が呼びかけられるにいたっ
た。また、感染拡大を防ぐための諸施策の動向とともに、日本の医療体制、
医療政策にも一定の関心が集まった。従来、日本人が特段の不信を抱いてい
たわけではなかったように思われる日本の医療制度は、突然、注目を浴びる
ようになり、メディア上では「医療崩壊」といった煽情的な見出し語が躍る
ことにもなった。

もっとも、2020 年春に刊行した著書『日本医療の近代史：制度形成の歴
史分析』で日本の医療制度を回顧した宗前清貞は、その冒頭で次のように肯
定的に評価している。

日本の医療費は、OECD 加盟 36 カ国中で上位 25％程度にあるが、高
齢化率が高いことを考慮すると、日本は相対的に医療費負担が軽い。平
均寿命は WHO データ（2016）によると女性で 1 位（87.1 歳）、男性
で 2 位（81.1 歳）、両性合算で 1 位（84.2 歳）を獲得している。新生
児死亡率は 1000 出産あたり 0.9 で世界 2 位であり、3.0 前後を示す欧
米先進国の多くと比べて日本の数値は驚異的に低い。つまり日本の医療
は「安くて良い」のである。（宗前 2020, 2）

少なくともコロナ禍の襲来以前の状況は、こうした数値が示すとおりだった
のだろう。本稿ではまず、今日の状況にいたるまでの日本の医療体制に関す
る状況について確認しておきたい。
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厚生労働省による 2018 年の「医師・歯科医師・薬剤師統計」を参照し
てみると、同年 12 月 31 日現在、医師 327,210 人、歯科医師 104,908 人、
薬剤師 311,289 人という数値が挙がっている。また同年の「医療施設（動
態）調査・病院報告」を参照してみると、10 月 1 日現在における施設の数
として、病院（医業・歯科医業を行ない、患者 20 人以上の入院施設を有す
る）8,372、一般診療所（患者の入院施設を有しない、あるいは患者 19 人
以下の入院施設を有する）102,105、歯科診療所（歯科医業のみを行ない、
患者の入院施設を有しない、あるいは患者 19 人以下の入院施設を有する）
68,613、総数 179,090 という数値が示されている。また病床数は、病院
1,546,554 床、一般診療所 94,853 床、歯科診療所 61、総数 1,641,468 床
である。病院の病床のうち、精神病床 329,692、感染症病床 1,882、結核病
床 4,762、療養病床（長期にわたる療養のための病床）319,506、一般病床
890,712 となっている。1）

こうした現状にいたるまでの日本の医療制度のおおよその展開について、
簡単に振り返ってみる。明治期以降、開国とともに、国家としての医療専門
職の制度化、医療機関の制度化、医学教育（医育）の制度化等を通じて、医
療の近代化が進展していく。特に明治末期、20 世紀初頭以降になると、一
通り整備された医療制度がさらに改変され、やがて昭和初頭から戦時体制に
突入していく。このあたりの概要を、戦後から今日にかけての現代的医療制
度の前史として確認しておこう。なおここで主に参照したのは、1976 年刊
行の厚生省医務局編『医制百年史』である。2）

あらかじめ指摘しておくと、内務省の社会局・衛生局を分離独立させ、「国
民体力向上と国民福祉の増進を任とする」厚生省が設置されたのは 1938 年
のことである（厚生省医務局 1976, 268）。3）背景の一つに、出生率が 1920
年を頂点に次第に低下（同年人口 1000 人に対して 36.3 人から 1936 年に
30.0 人）、人口自然増加率も 1926 年を頂点に漸減（同年人口 1000 人に対
して 15.6 人から 1936 年 12.4 人）していたことがあったとされる（厚生省
医務局 1976, 269）。

医療専門職の制度化については、1906 年に「医師法」、「歯科医師法」が
公布された。1915 年には内務省が「看護婦規則」を公布、また 1925 年に
は「薬剤師法」が制定、翌年施行された。1923 年に日本医師会、1926 年
に日本歯科医師会、日本薬剤師会が法的位置づけを得ることになる（すでに
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1898 年に日本薬剤師会が設立、また 1914 年に日本連合医師会、1916 年に
はそれを発展的に解消した大日本医師会が設立、また 1903 年に大日本歯科
医師会が設立、その後、日本連合歯科医会を経て 1918 年に日本連合歯科医
師会が設立されていた）。看護婦については、1929 年に帝国看護婦協会が設
立された（また 1899 年「産婆規則」が制定されている）。

医療機関の制度化については地方レベルでの進展ののち、国のレベルにお
いては 1933 年に行なわれた「医師法」、「歯科医師法」の改正に合わせて、

「診療所取締規則」、それに準ずる「歯科診療所取締規則」が制定された。こ
こで、診療所と病院との区別について、「医業をなす場所を診療所とし、診
療所のうち患者一〇名以上の収容施設を有するものを病院と定義」すること
になった（厚生省医務局 1976, 214）。1937 年には、「保健所法」が制定さ
れる。「保健所法」の趣旨については、『医制百年史』は次のように記してい
る。

保健所は、予防医学的指導を行うことを本旨として設置された機関で
あって、その設置当初は道府県及び五大都市に属し、一定地区を担当
し、国民体位の向上を図るため担当区域内の公共的関係団体と連絡提携
し、衛生思想の涵養、栄養の改善及び飲食物の衛生、衣服住宅その他
の環境の衛生、妊産婦及び乳幼児の衛生、疾病の予防、その他の健康
の増進に関し各種の指導を行うべきものとされていた。（厚生省医務局 
1976, 188）

この「保健所法」制定に伴い、同法施行規則に保健婦という名称が明記さ
れ、その後、保健婦の養成事業も始まっていく。

なお医療を支える制度としては、1922 年に「健康保険法」が制定されて
いたが、1923 年の関東大震災をはさんで施行は延期され、1927 年より実
施されることになる。のち 1938 年には「国民健康保険法」が制定された

（1942 年、1944 年に改正）。また 1929 年には公的扶助制度が「救護法」に
より定められたが、同年勃発の世界恐慌により施行は 1932 年まで延期され
た。その後 1941 年に「医療保護法」が制定、公布されることになる。

医学教育の制度化については、明治時代から戦前までの医師資格には 4 種
が併存していたが、1916 年以降、医学校での修学が必須条件となった。4）そ
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の後、1918 年の「大学令」の公布を受けて医学校が大学医学部や医科大学
となっていく。その増設推移を見ると、1912 年に東京、京都、福岡の 3 官
立大学医学部、1926 年に官立 10、公立 4、私立 2、1936 年に官立 13、公
立 1、私立 3 の大学医学部、あるいは医科大学が設置されていた（厚生省医
務局 1976, 200）。5）

歯科医師資格については、「歯科医師法」が歯科医学専門学校卒業を要件
としていた。該当する学校としては、財団法人大阪歯科医専、日本大学専門
部歯科、九州歯科医専、東洋女子歯科医専、東京女子歯科医専の私立学校に
加え、1928 年に官立の東京高等歯科医学校が指定された。

なお 1915 年の「看護婦規則」の制定に伴い、同年「私立看護婦学校養成
所指定標準ノ件」が制定されていた。また 1936 年施行の「薬剤師法」は、
大学令における大学で薬学の学士を得た者、官立公立の薬学専門学校、医科
大学附属薬学専門部、医学専門学校薬学科を卒業した者、その他の薬剤師免
許資格を定めた。

上述のとおり 1938 年に厚生省が設置されていたが、戦時体制の強化のな
かで人口政策が重視され、1940 年に閣議決定された「基本国策要綱」では

「国是遂行ノ原動力タル国民ノ資質、体力ノ向上竝に人口増加ニ関スル恒久
的方策」の樹立が目指され、翌年「人口政策確立要綱」が閣議決定された

（厚生省医務局 1976, 272）。なお国民体力向上を目指す「国民体力法」と国
民素質の向上を目指す「国民優生法」が 1940 年に制定されている（なお第
二次世界大戦後の 1948 年には「優生保護法」が成立する）。

保健所の設置については上述したが、1941 年に「保健婦規則」が制定さ
れ、国民体力向上のための保健指導の専門技術者として保健婦の資格が定め
られた（同年、「私立保健婦学校保健婦講習所指定規則」も公布、のち 1945
年に後述の「国民医療法」に伴う新「保健婦規則」と「保健婦養成所指定規
程」を制定）。保健所の設置、保健婦の配置により母子衛生のための保健指
導が拡充するようになっていく。1942 年には「妊産婦手帳規程」が公布さ
れ、保健指導に加えて妊産育児に必要な物資の配給も実施されていく（厚生
省医務局 1976, 275）。なお 1942 年には府県行政機構の改編により、衛生
行政事務は警察部から内政部に移管された。

戦時体制下では 1942 年に「国民医療法」が制定され、従来の各種法令で
規定されていた医療制度が統合的に扱われるようになる。医師会、歯科医師
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会は国策協力機関として改組され、また「国民体力ノ向上ニ関スル国策ニ即
応シ医療ノ普及ヲ図ル」特殊法人として日本医療団が新設された（厚生省医
務局 1976, 280）。また上述の「薬剤師法」のほか、薬事制度関係諸法の統
合のために 1943 年に「薬事法」が制定された。これにより薬剤師会も国策
協力機関と位置づけられた。

戦時下での医学教育については、軍医の応召による医師不足が進み、医
師養成の必要性が高まったことから、1939 年に 7 帝国大学（東京、京都、
東北、九州、北海道、大阪、名古屋）、６官立医大（新潟、岡山、千葉、金
沢、長崎、熊本）に臨時附属医学専門部が附置された。さらに敗戦直前まで
各地に公立の医学専門学校が設置された（厚生省医務局 1976, 298）。6）また
看護婦需要も高まり、1941、44 年に「看護婦規則」が改正され年齢が 18
歳から 17 歳、さらに 16 歳に引き下げられることになった（厚生省医務局 
1976, 307）。

なお軍部主導の医師養成拡大により、1945 年度入学の医学校定員は
10,533 人になっていたが、医学専門学校での教育の質は低劣であり、卒業
生の多くは戦後の医療の高度化に対応できなかったという。この点につい
て、宗前清貞は以下のようにまとめている。

戦後の彼らは病院などの医療機関では活動できず、他方で膨張した医専
卒業生を吸収する充分な規模が開業医市場にはなかった。戦後、地方の
保健所に応募した医専卒業生が職を得られない事例さえあり、国民皆保
険の成立で医療需要が増大する 1960 年代までこうした医師過剰は続い
た。医専拡大は、医療制度の発展に供給上の大きな影響をもたらした。（宗
前 2020, 108）

2.　戦後の医制の概観
1945 年の敗戦ののち、日本の医療・医学・保健衛生制度は、占領下での

改編と戦後の再編成を経ていくことになる。占領下の改革に関連する詳細な
経緯は省くが、1948 年には「医師法」「歯科医師法」「医療法」「薬事法」「保
健婦助産婦看護婦法」が制定され、さらにその後の幾度かの改正を通じて、
それぞれ近代的な制度の拡充が図られていく。それを通じて、医師資格要件
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は、医科大学・大学医学部の卒業、1 年以上の実地修練（インターン）、医
師国家試験の合格として一元化された。7）また 1948 年には「歯科衛生士法」
が、1951 年には「診療エックス線技師法」が制定された。なお 1947 年に
新たな社団法人として日本医師会、日本歯科医師会が、1950 年に日本薬剤
師協会が結成された。1947 年設立の社団法人、日本助産婦看護婦保健婦協
会は、1951 年に日本看護協会と改称した。8）なお、1955 年以降、医療関係
の資格制度が拡充され、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、診療放射線
技師、視能訓練士などの資格が法定化されていく。9）

公衆衛生体制としては、1947 年に「児童福祉法」、1948 年に「優生保護
法」、1949 年に「身体障害者福祉法」が制定された。また精神衛生に関して
は、1900 年に私宅監置を認める「精神病者監護法」、1919 年には同法に加
えて、「精神病院法」が制定されていた。戦後、1950 年には両法を廃止した
うえで「精神衛生法」が制定され、精神障害に対する医療の促進とともに、
発生予防、精神的健康の保持、向上を図ることが目指された（厚生省医務局 
1976, 482）。

公的扶助制度については 1946 年に「生活保護法」が制定されたのち、さ
らに改良を加え、1950 年に改正された新たな「生活保護法」が制定された。
また国民健康保険制度については 1948 年、1951 年に改正され、1953 年ま
でに財政基盤も徐々に安定していった（厚生省医務局 1976, 371）。その後、
1958 年に新たな「国民健康保険法」が制定され、1961 年には国民皆保険
が実現した。1962 年には厚生省の外局として、社会保険庁が設立され、医
療保険、年金制度を所掌することになる（社会保険庁は 2009 年に廃止）。

戦後の荒廃状況下、医療機関の再建、拡充は喫緊の課題だった。1948 年
制定の「医療法」は患者収容施設 20 床以上の医療機関を病院とし、当該機
関における医療従事者と施設の要件を定め、診療所は患者を収容しないこと
を原則とした（厚生省医務局 1976, 436）。また病床 100 床以上の総合病院
について規定するほか、公的医療機関の制度も設けた。10）その後、1950 年
の同法改正により、医療法人制度が設けられ、私人による医療機関経営の条
件を緩和することになった。1955 年頃までに再編成された医療機関は、①
国立病院、国立療養所、②公的医療機関（都道府県立病院、市町村立病院、
その他の開設者［日本赤十字社11）、済生会12）、全国厚生農業協同組合連合会
＝全厚連13）、等］による病院）、③その他、となる。
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ここで菅谷章による分類を参照すると「③その他」は職域病院、各種保険
団体病院、法人立病院に区分され、さらにそれぞれが以下のように分類され
ている（菅谷 1976, 433–438）。

職域病院：会社立病院、各種共済組合病院（公的医療機関の厚生連＝
厚生農業協同組合連合会の病院もこの区分に入る）

各種保険団体病院：厚生年金病院、労災病院、船員保険病院、社会保
険病院

法人立病院：社会福祉法人の病院（公的医療機関である済生会の病院を
含む。なお北海道社会事業協会も天皇の下賜金を基盤とする）、公
益法人の病院、学校法人の病院（私立医科大学附属病院など）、宗
教法人の病院、医師会の病院

なお、菅谷が宗教法人の病院として例示しているものを現名称で表記して
おこう。それらは、天理よろづ相談所病院（天理教、1935 年、天理よろづ
相談所開設、1937 年、奈良県知事より私立病院認可、奈良県天理市）、佼成
病院（立正佼成会、1952 年、交成病院として開設、1960 年、立正佼成会
附属佼成病院と改称、東京都杉並区）、浅草寺病院（聖観音宗浅草寺、1910
年、隅田川水害の際に救療所開設、1924 年、浅草寺病院落成、東京都台東
区）である（天理よろづ相談所病院と佼成病院については後述。その他、カ
トリックの病院も存在することが言及されている）。14）

なお戦後、各種伝染病（のち「感染症」と改められる）が多発したことか
ら、防疫活動の実施のために保健所が重要な役割を担った。1947 年に改正

「保健所法」が公布され、公衆衛生の指導業務に加え、結核、性病の治療、
公衆衛生のための試験検査等が、保健所において実施されるようになった

（厚生省医務局 1976, 491）。15）

その後、高度経済成長期には、医療機関全般の整備拡充に加えて、医療の
高度化に対応する専門病院の設置が進められていく。また自動車事故、産業
災害等に対応するために緊急医療体制が整備されるようになり、1964 年に
は「救急病院等を定める省令」（厚生省令）が制定された。

この間、人口増加、都市化、国民皆保険の実現などを背景として、医師
の偏在、さらには医師不足が表面化していく。それに対処するために、医
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科大学（医学部）の定員増が図られた。医科大学（医学部）の入学定員は、
1969 年度には 46 校で計 4,040 人だったが、1970 年以降、医科大学（医
学部）の新設、既存の医学部の定員増が行なわれ、1975 年 4 月には 70 校、
入学定員 7,120 人となった（1973 年開設の防衛庁の施設等機関、防衛医科
大学校を含む）。1970 年から 1979 年までの医科大学新設は、国立 18 校（防
衛医大含む）、私立 14 校であり、16）さらに僻地医療の向上のため 1972 年に
自治医科大学、産業医養成のために 1978 年に産業医科大学が開学した（宗
前 2020, 241–242）。また歯科医師については、1955年の入学定員が650人、
その後、歯科大学（歯学部）新設や既存の歯学部の定員増により、1965 年
度 1,140 人、1975 年度 2,220 人となった（厚生省医務局 1976, 541–542）。

厚生省・厚生労働省の事務官だった岩渕豊が 2015 年に著した『日本の医
療：その仕組みと新たな展開』によると、現代日本の医療政策について、以
下のような 3 つの課題が指摘されている（岩渕 2015, 25–31）。

①「急速な少子高齢化の進行や、経済状況、国の財政赤字、非正規労働の
増加などの経済社会の変化を背景に医療保険制度の持続性が脅かされ
つつあることに、いかに対応していくか」

②「医療提供体制における、医療資源の不足・偏在及び需要と供給の不整
合」

③「医療の質の向上」

このうち、②のなかの医師の数に関連して岩渕は、OECD の 2014 年の
データを用いて、「医療従事者数の水準を OECD の国際比較で見ると、人
口千人あたりの臨床医師数 2.3 人は OECD 平均 3.2 人より少ない」と指摘
していた（岩渕 2015, 13）。また医療資源の偏在については、医師数は「西
日本が比較的多いのに対し東日本（特に東京圏を除く首都圏）で少ない」こ
と、病院病床についても「四国、九州など西日本に多く、首都圏や中部圏で
少ない」ことが指摘される（岩渕 2015, 27）。

また③については、医療の質の評価について、「医療従事者の人数や設備
などの構造の評価」、「統一的な診療指針による診療がなされたかどうかのプ
ロセスの評価」、「手術などによる治癒率などのアウトカムの評価」があると
したうえで、医療の質は「数値で指標化されるものだけでなく、例えば人生
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の最終段階における医療（終末期医療）のあり方など、さまざまな側面にか
かわって」いることを指摘している（岩渕 2015, 31）。

ここで指摘される終末期医療のあり方と死生学とは密接な関わりをもつ。
以下ではすでに触れた宗教系病院に関心を絞って、日本における医療と宗教
との接点に焦点を当て、具体的な状況を把握することにする。

3.　日本における宗教系緩和医療機関
島薗進は、1970 年代以降の日本への死生学が導入に関連して、1977 年

に大阪で始められた「日本死の臨床研究会」と、1980 年前後の二つの病院
における活動に着目している。後者の活動のうちの一つは、淀川キリスト教
病院における、精神科医、柏木哲夫氏（1939 年生まれ）によるターミナル
ケアのためのチームアプローチの活動であり、もう一つは、聖隷三方原病院
における日本最初のホスピスの設立である（島薗 2013, 89–90）。

淀川キリスト教病院は、宗教法人在日本南プレスビテリアンミッションを
設立母体とし、1955 年に淀川基督教診療所として開設され、1960 年に現
在の名称となった。聖隷三方原病院は、1942 年に聖隷保養農園附属病院と
して開設、1973 年に現名称に改称、1981 年に日本初のホスピスを開設し
た。創設者、長谷川保（1903 ～ 1994）はクリスチャンの福祉事業家であ
り、1946 年から衆議院議員を 7 期務めた。17）これら二つの病院については
改めて後述する。

1990 年に厚生省が告示した「緩和ケア病棟入院料の施設基準等」に従
い、緩和ケア提供に対する医療費の請求が可能になり、従来のホスピスが緩
和ケア病棟として運営できるようになる。そのころの関連する動向として、
1991 年に雑誌『ターミナルケア』が創刊される（三輪書店、2004 年から
青海社、2005 年から『緩和ケア』に誌名変更）。18）同年、全国ホスピス・緩
和ケア病棟連絡協議会が発足し、年次大会を開催し始めた（2004 年に日本
ホスピス緩和ケア協会と改称）。1996 年には日本緩和医療学会が活動を開始
している。19）2017 年には緩和ケア関連団体会議が開催され、すでに言及し
た、日本死の臨床研究会、日本ホスピス緩和ケア協会、日本緩和医療学会を
含む 18 団体が参加した。20）

日本緩和医療学会の会員数は 2001 年の 1,829 人から 2019 年 4 月の
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12,786 人に増加、内訳は医師 6,217 人（49％）、看護師 4,651 人（36％）、
薬剤師 1,058 人（8％）だという。同学会では 2010 年度より専門医制度を
開始しており、その数は 2010 年度の 12 人から 2019 年 4 月の 244 人に増
大している。また日本看護協会によるがん看護専門看護師、がん性疼痛認
定看護師、緩和ケア認定看護師数の推移によると、2000 年にそれぞれ、9、
37、26 人だったのが、2020 年 1 月に 881、760、2,438 人と増加した。日
本緩和医療薬学会の認定薬剤師は 2010 年の 71 人から 2019 年 3 月の 722
人に増加している。21）

日本において、ホスピスが緩和ケア病棟として展開していくなかで、キリ
スト教との関係については目立たなくなっていく。他方、仏教界ではホスピ
スに対応する運動が「ビハーラ」として展開されていく。1985 年に田宮仁
氏が「仏教ホスピス」の代替語として提唱した「ビハーラ」の概念を受け

（田宮 2007, 3）、浄土真宗本願寺派の社会部は社会事業活動の一端として、
1987 年よりビハーラを推進している。22）また日蓮宗では 1995 年よりビハー
ラ活動を推進し、2001 年には日蓮宗ビハーラ・ネットワークを設立してい
る。23）自身がビハーラ僧を務めた経験をもつ谷山洋三は、2014 年 11 月現在
の情報として、仏教系緩和ケア病棟（ビハーラ病棟）として、長岡西病院、
佼成病院、あそかビハーラ病院の 3 施設が開設されていると指摘している

（谷山 2015, 44）。
このうち、医療法人崇徳会・長岡西病院（新潟県長岡市）は 1992 年に

開設され、翌 93 年緩和ケア病棟（ビハーラ）22 床が認可された。24）先に言
及した佼成病院は、ホームページ上ではビハーラという表記は判然としな
いが、2004 年に緩和ケア病棟を開設し、2016 年に緩和ケア病床は 20 床と
なっている。25）一般財団法人本願寺ビハーラ医療福祉会・あそかビハーラ病
院（京都府城陽市）は、2008 年に開設された「あそか第２診療所（あそか
ビハーラクリニック）」を前身とし、2014 年に 28 床の入院施設をもつ、あ
そかビハーラ病院として開所した。ホームページ上では「伝統仏教教団が単
独で取り組み、仏教精神を理念とした独立型緩和ケア病棟（ビハーラ病棟）
としては国内初の試みとなります」と謳っている。26）

ホスピスが日本において緩和ケア病棟として制度化されていくなかで、上
述のとおり一面ではキリスト教との関係は見えにくくなっていくが、仏教的
な緩和ケア病棟がビハーラ病棟として開設される動きからはまた、宗教と医
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療との関係という主題が改めて浮上しているとも言えよう。そこで、本稿で
は備忘録的な意味で、『ホスピス緩和ケア白書 2020』（青海社）において緩
和ケアにかかわっているとされる施設のうち、①日本におけるカトリック系
の緩和医療機関、②日本におけるプロテスタント系の緩和医療機関、③日本
における宗教系緩和医療機関（①②以外）について、暫定的なリストを提示
しておきたい。なお緩和ケアにかかわらない宗教系医療機関も多々あるが、
日本における死生学の制度的背景について理解を深めるために、緩和ケアと
の関連に限定して取り上げることにする。こうして、参照する対象の範囲を
一定程度狭めたうえで、具体的に認識しておくことを試みたい。

①カトリック系緩和医療機関
まず『カトリック教会情報ハンドブック 2020』（カトリック中央協議会）

の「住所録」に掲載されている 2019 年 7 月現在の医療施設の住所録と『ホ
スピス緩和ケア白書 2020』とを照らし合わせ、両者に掲載されている 12
医療機関について、各ホームページ等を参照し概観する。

なお 1942 年の日本医学会の際のカトリック医師 11 人の集まりが、カト
リック医師会の発足と見なされている。設立の背景に、医師兼司祭の戸塚文
卿（桜町病院創設者、1892 ～ 1939）、永井隆（当時長崎医科大学助教授、
1908 ～ 1951）、三浦岱栄（桜町病院院長、戦後に慶應義塾大学教授、1901
～ 1995）がおり、1942 年は戸塚の没後であるが、この 3 名が発起人と見
なされている。実際の活動としては 1951 年の日本医学会の際の集まりが第
1 回総会とされ、120 人のカトリック医師が参集したという。27）同会の関連
団体として日本カトリック医療施設協会、日本カトリック看護協会（1957
年、井深八重を中心に設立）があり、三団体が合同で 2008 年より日本カ
トリック医療団体協議会を組織している。なお日本カトリック医療施設協
会は、表 1 をほぼ含み、さらにその他の施設も合わせ 27 施設が参加してい
る。28）

【表 1】（次頁）

ここで挙げたカトリック医療機関については、設立の発端が、主として聖
職者や修道会の活動によるものと、主として信者の活動によるものとに二分
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名　称 法人名等 所在地 沿　革 理念・指針等 緩和ケアとの
関係

関連宗教
団体

光ヶ丘ス
ぺルマン
病院

一般財団
法人光ヶ
丘愛世会

仙台市 カトリック北仙台教会
ピエール・ビソネット
神父（カナダ管区聖ド
ミニコ男子修道会士）
の主導のもとフランシ
ス・スぺルマン枢機卿
の 援 助 等 を 受 け 1955
年カトリック仙台教区
が結核病院として開設、
1961 年オタワ愛徳修道
女会に経営移管、1972
年結核病棟廃止、1977
年 教 区 へ 経 営 移 管、
1998 年緩和ケア病棟開
設、2013 年財団法人か
ら一般財団法人光ヶ丘
愛世会に法人移行。

愛をもって奉仕します
／病者一人ひとりを大
切にし、喜びをもって
仕えます。人間の尊厳
を大切にします／研鑽
に務めて医療の質を高
め、病者と助けを必要
とする人々の生と死に
希望を与えます。祈り
つ つ 努 力 し ま す ／ 神
は、いつも共にいてく
ださるという、強い信
念をもって、祈りつつ
努力します。

1998 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 140
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

カトリッ
ク仙台教
区

桜町病院 社会福祉
法人聖ヨ
ハネ会

東京都
小金井
市

戸塚文卿神父が品川に
1911 年聖ヨハネ汎愛医
院開設、1929 年洗足荏
原町に結核患者のため
のナザレト・ハウス開
設、1939 年 現 在 地 で
桜 町 病 院 と し て 開 設、
1952 年社会福祉法人認
可、1991 年総合病院と
して承認、1994 年緩和
ケア病棟開設。

私たちはキリストのよ
う に 人 を 愛 し 病 め る
人、苦しむ人もっとも
弱い人に奉仕します

1994 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 199
床 中 20 床 が
緩和ケア病棟

福音史家
聖ヨハネ
布教修道
会

聖マリア
ンナ医科
大学病院

学校法人
聖マリア
ンナ医科
大学

神奈川
県川崎
市

カトリック信者明石嘉
聞 に よ り 1971 年 東 洋
医科大学開学、1972 年
東洋医科大学病院とし
て 開 設、1973 年 法 人
名・大学名を聖マリア
ン ナ 医 科 大 学 に 改 称、
1974 年聖マリアンナ医
科大学病院開設、2019
年緩和ケアセンター開
設。

生命の尊厳を重んじ、
病める人を癒す、愛あ
る医療を提供します。

2010 年 地 域
が ん 診 療 連
携 拠 点 病 院、
2012 年 緩 和
ケア診療加算
届出受理施設

聖マリア
ンナ医科
大学横浜
市西部病
院

学校法人
聖マリア
ンナ医科
大学

横浜市 1983 年横浜市との間で
西部地域総合病院の設
立に関する基本協定を
調印、1987 年「よこは
ま 21 世紀プラン」の一
環として開設。

「生命の尊厳」を重ん
じ、常に病める人の声
に耳を傾け、癒すこと

2018 年 緩 和
ケア診療加算
届受理施設

神山復生
病院

一般財団
法人神山
復生会

静岡県
御殿場
市

1886 年パリ外国宣教会
ジェルマン・レジェ・テ
ストウィド司祭がハンセ
ン病者収容を開始、1889
年に現在地でハンセン
病療養施設として開設、
2002 年ホスピス病棟開
設、2012 年財団法人か
ら一般財団法人に移行。

神山復生病院はキリス
トの愛に基づいて病め
る人も健やかな人も神
によって創られた人間
として喜びも苦しみも
共にしながら一人ひと
りの命を大切にし希望
をもって医療と福祉に
献身します

2002 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 20
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

【表１】
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聖霊病院 社会福祉
法人聖霊
会

名古屋
市

カトリック聖霊会によ
り 1945 年 開 設、2009
年ホスピス聖霊開設。

地域医療を通して、キ
リストの愛をもって人
びとに奉仕します。

2009 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 198
床 中 15 床 が
緩和ケア病床

聖霊奉侍
布教修道
女会

ガラシア
病院

医療法人
ガラシア
会

大阪府
箕面市

カトリック大阪大司教
区と大阪聖ヨゼフ宣教
修道女会により大阪市
西区で 1953 年に開設、
1969 年箕面市に移転。

ガラシア会は病める人
を癒されたキリストの
慈しみの心にならい運
営される

2005 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 104
床 中 51 床 が
緩和ケア病床

カトリッ
ク大阪大
司 教 区・
大阪聖ヨ
ゼフ宣教
修道女会

姫路聖マ
リア病院

社会医療
法人財団
聖フラン
シスコ会

兵庫県
姫路市

1949 年長崎に聖フラン
シスコ病院開設、1950
年宗教法人聖フランシ
スコ病院修道女会によ
り姫路に聖マリア診療
所として開設、1952 年
病院に移行、1984 年総
合病院に移行。

姫路聖マリア病院はキ
リスト教の倫理に基づ
き運営される

1996 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 440
床 中 22 床 が
緩和ケア病床

聖フラン
シスコ病
院修道女
会

坂出聖マ
ルチン病
院

宗教法人
カトリッ
ク聖ドミ
ニコ宣教
修道女会

香川県
坂出市

坂出カトリック教会設
立の際に隣接地を譲渡
され、1949 年聖ドミニ
コ宣教修道女会により
聖マルチン病院開設。

私たちはキリスト教の
愛に基づいて生命の尊
重、 人 格 の 尊 厳 と 平
等、病める人々の権利
を守る医療を行い心身
の救いを目指します。
私たちは医療にかかわ
る者としての使命を深
く認識し人格の向上、
相互愛、専門職の研究
向上に励み地域医療に
役立つよう努力いたし
ます。

2016 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 196
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

聖ドミニ
コ宣教修
道女会

聖マリア
病院

社会医療
法人雪の
聖母会

福岡県
久留米
市

1915 年カトリック信者
井手用蔵が井手内科医
院を開院、1945 年空襲
により閉鎖、1948 年井
手医院として再開、用
蔵の長男・一郎を中心
に 1952 年 医 療 法 人 雪
の 聖 母 会 設 立、1953
年 聖 マ リ ア 病 院 開 設、
1964 年福岡県救急病院
指定、1967 年総合病院
に移行、1997 年ホスピ
ス「 聖 母 病 棟 」 開 設、
2009 年社会医療法人に
認定。

カトリックの愛の精神
による保健、医療、福
祉、および教育の実践
／「愛の精神とは主イ
エズス・キリストの限
りない愛のもとに、常
に弱い人々のもとに行
き、常に弱い人々と共
に歩むことです」

2010 年 地 域
が ん 診 療 連
携 拠 点 病 院、
2018 年 緩 和
ケア診療加算
届 出 受 理 施
設、1997 年
緩和ケア病棟
入院料届出受
理施設、現在
1097 病 床 中
16 床 が 緩 和
ケア病床

聖フラン
シスコ病
院

宗教法人
聖フラン
シスコ病
院会

長崎市 1945 年 3 月 男 子 フ ラ
ンシスコ会により結核
療養所・浦上第一病院
開設、8 月原爆で壊滅、
11 月 焼 け 跡 に 聖 フ ラ
ン シ ス コ 診 療 所 開 設、
1949 年聖フランシスコ
病 院 修 道 女 会 に 移 管、
聖フランシスコ病院開

私たちはキリストの愛
の精神に基づき地域の
皆さまに信頼される質
の高い医療を目指しま
す

1998 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 190
床 中 34 床 が
緩和ケア病床

聖フラン
シスコ病
院会から
2019 年
に長崎大
司教区に
移管
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できる。後者に属する聖マリアンナ医科大学と、聖マリア病院に関しては、
特に関連施設の拡充は特筆すべきであり、とりわけ医科大学運営についての
功績も振り返る必要があろう。

このうち聖マリアンナ医科大学の校名に関しては、創設者、明石嘉聞
（1897～1973）の妹で米国メリノール女子修道会において活動した明石志
都香、シスター・マリアンナ（1899～1944）を記念するものになってい
る。29）前史をさかのぼると 1941 年、東横医院開設、1947 年、宗教法人聖
マリアンナ会設立、聖マリアンナ会東横病院開設、1952 年、宗教法人から
財団法人聖マリアンナ会となった。この法人は 2014 年に一般財団法人とな
り、今日、同財団は東横惠愛病院（神奈川県川崎市）を運営している。30）

西日本に目を転じてみよう。1953 年に開設された聖マリア病院は、1915
年に井手用蔵（1878～1953）が開設した井手内科医院、第二次世界大戦で
それが閉鎖されたのち 1948 年に再開した井手医院を前身とする。同病院に
ついては、25 周年記念誌『聖マリア病院のあゆみ』（1978 年）を拝読する
機会を得た。病院自体の略史は「表１」中に記したこととして、その記念誌
に記される人物史をごく簡単にまとめておきたい。

井手用蔵は、福岡県三井郡太刀洗村のキリシタンの家系である農家の出身
だった。中学卒業後、いったんはカトリックの伝道師を志したが、当時の今
村の村長はじめ有力者が、講を作って学費を工面し国立長崎医学専門学校

設（1955 年 か ら 60 年
聖 フ ラ ン シ ス コ 診 療
所 ）、1968 年 宗 教 法 人
聖フランシスコ病院会
として改組、1998 年ホ
スピス病棟開始、2019
年カトリック長崎大司
教区に移管。

イエズス
の聖心病
院

社会福祉
法人聖嬰
会

熊本市 1877 年幼きイエズス修
道会修道女来日、1889
年熊本で露天生活者病
人訪問看護開始、1895
年 無 料 診 療 所 開 設、
1909 年 聖 心 医 院 と 改
称、1961 年イエズスの
聖心（みこころ）病院
と 改 称、1971 年 社 会
福 祉 法 人 聖 嬰 会 設 立、
1993 年みこころホスピ
ス開設、1994 年ホスピ
ス病棟開設、2004 年現
在地に移転。

キリストの教えに根ざ
して

1994 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 75
床 中、37 床
が緩和ケア病
床

ショファ
イユの幼
きイエズ
ス修道会
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（1901 年設立、1923 年より長崎医科大学となり、のち長崎大学医学部）に
通わせた。用蔵は 1908 年に長崎の浦上出身の内藤盛・サトの長女、内藤ナ
カと結婚、大学は 1909 年に卒業。その後、久留米市立病院に内科医として
勤務、1911 年に長男、井手一郎が誕生している（1911～2004）。用蔵・ナ
カ夫妻は二男三女に恵まれるが、三女は早世している。1915 年、用蔵は久
留米市で井手内科病院を設立した。長男と次男はともに医者となり、第二次
世界大戦中は陸軍軍医大尉、海軍軍医大尉を務めた。31）なお 1945 年 8 月 11
日の久留米空襲で井手内科医院は焼失した。戦後 1948 年に井手医院として
再建され、井手用蔵に、当時、海仁会病院（佐世保市総合医療センターの前
身の一つ）の小児科医だった甥の井手速見（1909～1986）、当時、九州大
学医学部放射線治療学教室講師だった一郎が加わり、内科、小児科、放射線
科を擁した再出発となった。医院の運営の拡大のなか、用蔵は体調が衰え
1953 年 2 月に亡くなる。井手速見、一郎が担っていた医院は、1952 年に
医療法人雪の聖母会を設立、1953 年には 6 月に筑後川ほか多くの河川が氾
濫した西日本水害が発生したが、それを乗り越え同年 9 月に井手一郎を院
長として聖マリア病院が設立された。その後、1973 年に聖マリア病院高等
看護学院を設置、1976 年、聖マリア看護専門学校と改称、1982 年学校法
人聖マリア学院を設立し、看護専門学校を移管、1986 年聖マリア学院短期
大学を開学、2006 年聖マリア学院大学開学となった。

②プロテスタント系緩和医療機関
次にキリスト教年鑑編集委員会編『キリスト教年鑑 2020 年版』（キリス

ト新聞社）「ガイド　病院」に掲載されている医療施設のうちの①以外で、『ホ
スピス緩和ケア白書 2020』にも記載されている 17 機関を挙げる。32）

プロテスタントの医療関係者は、日本キリスト者医科連盟を結成してい
る。その前身は 1938 年に学生 YMCA に属する医学生が医療伝道を中国に
派遣したことに始まるという。1941 年には南京に朝天病院を開設したが、
これは 1945 年 9 月に閉鎖された。戦後、1949 年に横須賀の衣笠病院にキ
リスト者の医師、看護師、医学生が集まり、日本キリスト者医科連盟を結
成した。1959 年以降、発展途上国の医師、看護師に日本での研修の機会を
提供している。1960 年にはこの連盟を母体に、日本キリスト教海外医療協
力会を結成し、医師、看護師、保健師等を発展途上国に派遣しているとい
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う。33）なお、プロテスタントの福音主義の医療関係者は、「福音主義医療関
係者協議会」を結成している。

【表２】
名　称 法人名等 所在地 沿　革 理念・指針等 緩和ケアとの

関係
関連宗教

団体
救 世 軍
ブース記
念病院

宗教法人
救世軍

東京都
杉並区

1912 年 救 世 軍 病 院 開
設、1916 年 ウ ィ リ ア
ム・ブース記念救世軍
結核療養所開設、1968
年救世軍ブース記念病
院と改称、2003 年ホス
ピス病棟設置。

キリストの愛を原点に
地域医療に貢献する

2003 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 199
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

救世軍

東京衛生
アドベン
チスト病
院

医療法人
財団アド
ベンチス
ト会

東京都
杉並区

1929 年東京衛生病院開
設（1945 年 か ら 47 年
閉 鎖 ）、1996 年 緩 和 ケ
ア病棟開設、2019 年東
京衛生アドベンチスト
病院に改称。

こころとからだのいや
しのために、キリスト
の心でひとりひとりに
仕えます。

1996 年 緩 和
ケア病棟入院
届 出 受 理 施
設、現在 186
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

セブンス
デー・ア
ドベンチ
スト教団

賛育会病
院

社会福祉
法人賛育
会

東京都
墨田区

1918 年 東 京 帝 国 大 学
キリスト教青年会有志

（吉野作造、河田茂、片
山哲ら）が賛育会設立、
妊婦乳児相談所を開設、
1930 年 賛 育 会 病 院 竣
工、1970 年総合病院と
なる。1998 年緩和ケア
病棟開設。

キ リ ス ト 教 の「 隣 人
愛」の精神に基づいた
医療・保健活動を行い
地 域 社 会 に 貢 献 し ま
す。

1998 年 緩 和
ケア病棟入院
届 出 受 理 施
設、現在 199
床 中 22 床 が
緩和ケア病床

聖路加国
際病院

学校法人
聖路加国
際大学

東京都
中央区

1901 年 聖 路 加 病 院 開
設、1917 年聖路加国際
病院と改称、1943 年大
東 亜 中 央 病 院 と 改 称、
1945 年財団法人聖路加
国際病院、2013 年財団
法人が一般財団法人聖
路加国際メディカルセ
ンターと改称、同法人
が医療関連施設を学校
法人聖路加国際大学に
譲渡。

キリスト教の愛の心が
人 の 悩 み を 救 う た め
に 働 け ば 苦 し み は 消
え て そ の 人 は 生 ま れ
変わったようになる。 
この偉大な愛の力をだ
れもがすぐわかるよう
に計画されてできた生
きた有機体がこの病院
で あ る。（ ル ド ル フ・
Ｂ・トイスラー）

2010 年 地 域
が ん 診 療 連
携 拠 点 病 院、
2012 年 緩 和
ケア診療加算
届 出 受 理 施
設、1998 年
緩和ケア病棟
入院料届出受
理施設、現在
520 床 中 23
床が緩和ケア
病床

米国聖公
会

救世軍清
瀬病院

宗教法人
救世軍

東京都
清瀬市

1939 年 開 設、1990 年
ホスピス病棟設置。

私たちの病院はキリス
トの愛の精神を模範と
し、病む者と家族の痛
みを共有し、これを癒
し、 祈 り の こ こ ろ を
もってこれを支えるこ
とを使命とします。

1990 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 142
床 中 25 床 が
緩和ケア病床

救世軍

総合病院
衣笠病院

社会福祉
法人日本
医療伝道
会

神奈川
県横須
賀市

1947 年日本基督教団衣
笠病院開設、1948 年財
団法人日本医療伝道会衣
笠病院認可、1952 年社
会福祉法人日本医療伝道
会衣笠病院に改組、1998
年ホスピス病棟設置。

わたしの兄弟であるこ
のもっとも小さいもの
の一人にしたのは、わ
たしにしてくれたこと
なのである。（マタイ
に よ る 福 音 書　25 章
40 節）

1998 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 251
床 中 20 床 が
緩和ケア病棟

日本基督
教団
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愛和病院 医療法人
愛和会

長野市 1989 年医療法人愛和会
設立、1991 年愛和内科
開業、1997 年愛和病院
に改称、2008 年入院病
棟全病床 48 床が緩和ケ
ア病床になる。

私たちは患者さん中心
の「全人的医療」を目
指します。患者さん中
心 の 医 療 を 目 指 す た
め、患者さんが望まれ
る医療を共に考える姿
勢を常に持ちたいと思
います。また、全人的
医療を目指すため、患
者さんの身体的、精神
的、社会的、霊的痛み
に目を注ぎます。

1997 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 48
床が緩和ケア
病床

総合病院
聖隷三方
原病院

社会福祉
法人聖隷
福祉事業
団

静岡県
浜松市

1930 年結核患者の収容
施設開設、1931 年「べ
テルホーム（神の家）」
と称する。1942 年聖隷
保養農園附属病院開設、
1973 年聖隷三方原病院
と改称、1981 年ホスピ
ス開設。

キリスト教精神に基づ
く「隣人愛」

2010 年 地 域
が ん 診 療 連
携 拠 点 病 院、
2011 年 緩 和
ケア診療加算
届 出 受 理 施
設、1990 年
緩和ケア病棟
入院料届出受
理施設、現在
934 床 中 27
床が緩和ケア
病床

総合病院
聖隷浜松
病院

社会福祉
法人聖隷
福祉事業
団

静岡県
浜松市

1959 年聖隷浜松診療所
開設、1962 年病院竣工、
1969 年総合病院として
認可。

人々の快適な暮らしに
貢献するために最適な
医療を提供します。／
私たちは利用してくだ
さる方ひとりひとりの
ために最善を尽くすこ
とに誇りをもつ

2010 年 地 域
が ん 診 療 連
携 拠 点 病 院、
2012 年 緩 和
ケア診療加算
届出受理施設

ヴォーリ
ズ記念病
院

公益財団
法人近江
兄弟社

滋賀県
近江八
幡市

1918 年近江基督教慈善
教化財団設立、結核療
養 所 近 江 療 養 院 開 設、
1946 年 近 江 サ ナ ト リ
ア ム と 改 称、1971 年
ヴォーリズ記念病院と
改称、2006 年ホスピス
希望館開設。

キ リ ス ト 教 の「 隣 人
愛 」 と「 奉 仕 」 の 業
を、医療を通して実践
します。

2006 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 168
床 中 16 床 が
緩和ケア病床

総合病院
日本バプ
テスト病
院

一般財団
法人日本
バプテス
ト連盟医
療団

京都市 1954 年日本バプテスト
診療所開設、財団法人
日本バプテスト連盟医
療団創立、1955 年日本
バ プ テ ス ト 病 院 開 設、
1995 年ホスピス病棟開
設、2012 年一般財団法
人への移行認可。

日本バプテスト病院の
基本理念は全人医療で
す。 人間は「からだ
と、こころと、たまし
い」からなる全人格的
な 存 在 で す。 当 病 院
は、イエス・キリスト
の隣人愛に基づき、全
職員がよいチームワー
クを保ち、専門的知識
と技術を活かして、全
人医療の業に専念しま
す。

1995 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 167
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

米国南部
バプテス
ト連盟

淀川キリ
スト教病
院

宗教法人
在日本南
プレスビ
テリアン

大阪市 1955 年淀川基督教診療
所開設、1956 年病院業
務開始、1960 年宗教法
人在日本南プレスビ

淀川キリスト教病院の
全人医療とは、「から
だとこころとたましい
が一体である人間（全

2012 年 緩 和
ケア診療加算
届 出 受 理 施
設、1990 年

宗教法人
在日本南
プレスビ
テリアン
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淀川キリ
スト教病
院

ミッショ
ン

テリアンミッション淀
川キリスト教病院とな
る。1973 年より柏木哲
夫医師による末期がん
患者に対するチームア
プローチを実施、1984
年ホスピス病棟 23 床開
設、2017 年ホスピス・
こどもホスピス病院を
統合

人）にキリストの愛を
もって仕える医療」で
す。

緩和ケア病棟
入院料届出受
理施設、現在
581 床 中 27
床が緩和ケア
病床

ミッショ
ン

神戸アド
ベンチス
ト病院

宗教法人
セブンス
デー・ア
ドベンチ
スト教団

神戸市 1903 年 神 戸 衛 生 院 開
所、1945 年 活 動 休 止、
1967 年神戸アドベンチ
スト診療所開設、1973
年神戸アドベンチスト
病院開設、1992 年緩和
ケア病棟開設。

キリストの愛と確かな
医療をもって 心と体
の い や し を め ざ し ま
す。

1993 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 116
床 中 21 床 が
緩和ケア病床

セブンス
デー・ア
ドベンチ
スト教団

松山べテ
ル病院

医療法人
聖愛会

松山市 1948 年 森 外 科 医 院 開
設、1980 年医療法人聖
愛会設立、1982 年松山
べテル病院開設、2000
年緩和ケア病棟 20 床開
設。

私たちは、キリスト教
の『愛の精神』を基本
理念として、ホスピス
精神を大切にした全人
的なケアの実現を目指
します。

2000 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 155
床 中 38 床 が
緩和ケア病床

栄光病院 社会医療
法人栄光
会

福岡県
糟屋郡

1986 年福岡亀山栄光病
院開設、1990 年緩和ケ
ア病棟開設、1991 年医
療法人福岡亀山栄光病
院設立、1999 年特別医
療法人栄光会栄光病院
設立、2009 年社会医療
法人栄光会設立。

キリスト信仰に基づい
た 全 人 的 で 最 善 の 医
療・看護・介護を目指
します

1990 年 緩 和
ケア病棟入院
届 出 受 理 施
設、現在 178
床 中 71 床 が
緩和ケア病床

九州キリ
スト福音
フェロー
シップ香
住丘キリ
スト教会

オリブ山
病院

社会医療
法人葦の
会

那覇市 1958 年精神科神経科た
がみ医院開設、1976 年
医 療 法 人 葦 の 会 設 立、
1983 年オリブ山病院に
改称、1983 年ホスピス
ケア実施、1995 年ホス
ピス病棟竣工。

私たちはキリスト教精
神にもとづき、病める
者の肉体的、精神的、
社会的、さらに霊的な
いやしを含めた全人医
療の実践をとおして、
主の栄光のために奉仕
する。

1995 年 緩 和
ケア病棟入院
届 出 受 理 施
設、現在 343
床 中 21 床 が
緩和ケア病床

アドベン
チ ス ト・
メディカ
ル セ ン
ター

宗教法人
セブンス
デー・ア
ドベンチ
スト教団

沖縄県
中頭郡

1953 年セブンスデー・
アドベンチスト（首里）
診療所開設、1959 年ア
ドベンチスト・メディ
カルセンター、那覇市
に 新 築 移 転、1984 年
中 頭 郡 西 原 町 に 移 転、
2002 年緩和ケア病棟開
設。

こころとからだの癒し
のために、キリストの
心で一人ひとりに仕え
ます

2003 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 48
床 中 26 床 が
緩和ケア病床

セブンス
デー・ア
ドベンチ
スト教団

カトリック以外のキリスト教系医療機関については、まず海外から来日
したいくつかの教派の活動が目覚ましい。表中の 3 施設を運営するセブン
スデー・アドベンチスト教団、2 施設を運営する救世軍は、その代表例であ
る。他方、カトリックにおける信者主導の活動と類比できるのが、個別の医
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院・病院から発展してきたいくつかの施設である。特に聖隷福祉事業団の関
連施設は、『キリスト教年鑑 2020 年版』で触れられていないその他の施設
も含めて考えると、展開が著しい。なお聖路加国際病院については、早瀬圭
一『聖路加病院　生と死の現場』が刊行されていて参考になる。

③その他の宗教系緩和医療機関
最後に『ホスピス緩和ケア白書 2020』に記載があるが、『カトリック教会

情報ハンドブック 2020』と『キリスト教年鑑 2020 年版』のどちらにも記
載されていない、それ以外の宗教系と見なすことができる 8 医療機関を挙
げる。ここには明らかにキリスト教系と考えられる医療機関も含まれている

（ただし、うち 1 機関は、病院名を除いて現在まったく宗教的ではないと推
定される）。

【表 3】

名　称 法人名等 所在地 沿　革 理念・指針等 緩和ケアとの
関係

関連宗教
団体

シャロー
ム病院

医療法人
社団シャ
ローム

埼玉県
東松山
市

1994 年 19 床の診療所
と し て 開 設、2013 年
55 床の病院に移行。

私たちは聖書の教えに
基づき、病める人々と
ご家族の痛みに寄り添
い、心を合わせて、優
しく温かい医療に努め
ます。

2016 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 55
床 中 30 床 が
緩和ケア病床

聖隷佐倉
市民病院

社会福祉
法人聖隷
福祉事業
団

千葉県
佐倉市

1874 年 東 京 鎮 台 佐 倉
営 所 病 院 と し て 創 設、
1936 年佐倉陸軍病院、
1945 年国立佐倉病院、
2004 年現法人へ経営移
譲、聖隷佐倉市民病院
と改称。

キリスト教精神に基づ
く「隣人愛」に立ち患
者本位のより良質な医
療を求めて最善を尽く
します

2008 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 400
床 中 18 床 が
緩和ケア病床

立正佼成
会附属佼
成病院

宗教法人
立正佼成
会

東京都
杉並区

1952 年交成病院開設、
1960 年立正佼成会附属
佼成病院と改称、2004
年緩和ケア病棟開設。

真観、正しくみて正し
く手当する

2004 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 340
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

立正佼成
会

信愛病院 社会福祉
法人信愛
報恩会

東京都
清瀬市

日本クリスチャン教会
の 牧 師・ 松 野 菊 太 郎

（1868 ～ 1952）の結核
患者慰問の精神を継ぐ。
1940 年信愛病院開設。

キリスト教の愛と奉仕
の精神をもって福祉医
療をおこない、社会に
貢献します。

1996 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 199
床 中 20 床 が
緩和ケア病床

長岡西病
院

医療法人
崇徳会

新潟県
長岡市

1967 年田宮病院開設、
1992 年 長 岡 西 病 院 開
設、1993 年緩和ケア病
棟（ビハーラ）認可。

疾病の治療・予防・健
康増進にとりくみ、地
域の人々の健康づくり
をめざします。／種々
の医療機関、福祉施設

1993 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 240
床 中 32 床 が

仏教者ビ
ハーラの
会（地元
の僧侶の
有志で構



164

長岡西病
院

や機能など地域社会と
のネットワークを密に
し な が ら、 治 療、 介
護、在宅ケアまで考慮
した質の高いリハビリ
テーション医療をめざ
します。／緩和ケア病
棟「ビハーラ」を開設
し「いのち」の尊さを
大切にした安らぎの医
療と看とりの実践をめ
ざします。／「長岡医
療と福祉の里」の基幹
病院として関連施設の
医療のサポートをいた
します。

緩和ケア病床 成するボ
ランティ
ア組織）

あそかビ
ハーラ病
院

一般財団
法人本願
寺ビハー
ラ医療福
祉会

京都府
城陽市

2008 年あそか第 2 診療
所（あそかビハーラク
リニック）開設、2014
年あそかビハーラ病院
に移行。

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

2015 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 28
床 中 28 床 が
緩和ケア病床

浄土真宗
本願寺派

天理よろ
づ相談所
病院「憩
の家」

公益財団
法人天理
よろづ相
談所

奈良県
天理市

1935 年天理よろづ相談
所開設、1937 年私立病
院認可、1966 年財団法
人設立認可、2011 年公
益財団法人認可。

高度な医療を提供する
身上部、信仰に基づい
て人々の苦悩の解決指
導にあたる事情部、生
活上の諸問題および医
療従事者の養成に関す
る世話どりを行う世話
部 の ３ 部 が 緊 密 に 連
携。医学と信仰と生活
の３つの側面から悩め
る人々の救済を目指し
て、 歩 み 続 け て い ま
す。

2010 年 地 域
が ん 診 療 連
携 拠 点 病 院、
2018 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、現在 715
床 中 10 床 が
緩和ケア病床

天理教

聖ヨハネ
病院

医療法人
はるか

福岡県
北九州
市

2012 年 桃 園 公 園 ク リ
ニ ッ ク 開 設、2014 年
医 療 法 人 は る か 設 立、
2015 年聖ヨハネ病院事
業承継。

社会貢献、地域貢献に
取り組む法人であり続
けます。事業に誠実に
取り組み、継続する法
人であり続けます。社
員と共に成長する法人
であり続けます。

2001 年 緩 和
ケア病棟入院
料届出受理施
設、 現 在 20
床が緩和ケア
病床

（ 現 在、
キリスト
教とは無
関係か )

以上、3 つのカテゴリーに分けて、緩和医療に携わっている宗教系の医療
機関について概観してきた。本稿で触れたもののほかは、それぞれ個別事例
として改めて検討すべきものであろうと思われる。

さらに日本における医学教育のなかで宗教が果たしてきた役割について考
える素材とするために、宗教系の私立大学における医学に関連する教育の状
況について、次節において概観しておくことにする。
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4.　宗教系大学における医学教育
日本における宗教と教育、また宗教教育、あるいは宗教と学校といった主

題については、すでにさまざまな研究が蓄積されてきている。とりわけ近代
日本においてキリスト教が学校教育に果たしてきた役割を反映し、キリスト
教教育についての研究も続けられている。

ここでは焦点を絞り、宗教系の私立大学における医学、歯学、薬学、看護
学等の医療系教育課程の設置の現状について確認しておきたい。あらかじめ
指摘しておくと、カトリック系の大学は、一般財団法人カトリック学校連合
会・日本カトリック大学連盟に加盟している（聖マリアンナ医科大学を除
く）。プロテスタント系の大学は、一般財団法人キリスト教学校教育同盟に
属している。34）

以下、仏教系 13 大学（創価大学を含む）、カトリック系 7 大学、プロテ
スタント系 13 大学、その他 2 大学について、宗派・教派・教団ごとに大学
とそれぞれの学部の概要をそれぞれのホームページ等を参照してまとめたも
のを示す。なお沿革については大学設置以前の前史にさかのぼる場合もある
が、表中では省略し、大学設置から時点から記載する。詳細については各大
学のホームページ等を直接参照されたい。

【表４】
関連する

宗教
大学名
所在地 設置学部学科 設置年、沿革、関連

病院等 建学の精神と宗教的背景（要約・抜粋）

浄土宗

佛教大学

京都市
中京区

保健医療技術学
部
　理学療法学科
　作業療法学科
　看護学科

1949 年 新 制 大 学。
2006 年保健医療学部
理学療法学科・作業療
法 学 科 開 設、2012 年
同学部看護学科開設。

佛教大学は、仏教精神を建学の理念と
し、大学の責務である「人材養成」を目
的とし、「教育」「研究」「社会貢献」の
三領域において、仏教精神に基づく多様
な活動を行いながら、世界文化の向上と
人類福祉の増進に貢献することを使命と
して、これを達成するために相応しい教
育研究組織を設置しています。

真宗大谷
派

京都光華
女子大学

京都市
右京区

健康科学部
　看護学科

1964 年光華女子大学
開 学、2001 年 京 都 光
華 女 子 大 学 に 改 称。
2011 年健康科学部看
護学科開設。

京都光華の校名「光華」は、「清澄にし
て光り輝くおおらかな女性を育成した
い」との願いを込めて名付けられまし
た。仏教の経典『仏説観無量寿経 )』に、

「その光、華の如し。また星月の虚空に
懸處せるに似たり」という一節がありま
す。浄土の清澄な智慧の光は、華のよう
に、星や月のように、心の闇を破り常に
私たちを明るく照らしてくださる、とい
う意味です。
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真宗大谷
派

大阪大谷
大学

大阪府
富田林市

薬学部
　薬学科

1966 年大谷女子大学
開 学、2006 年 大 阪 大
谷 大 学 に 改 称。2006
年薬学部薬学科開設。

本学では、「大乗仏教の精神」に基づき、
互いを「いのち」を尊び、感謝の心で接
し合うことができるような人間関係を築
くことによって、輝かしい個性の集う理
想の学園を作り、社会に貢献してゆくこ
とを目指しています。

浄土真宗
本願寺派

（ 龍 谷 総
合学園加
盟校）

武蔵野大
学

東京都
江東区

薬学部
　薬学科
看護学部
　看護学科

1965 年 武 蔵 野 女 子
大 学 開 学、2003 年
武 蔵 野 大 学 に 改 称。
2004 年薬学部薬学科、
2006 年看護学部看護
学科開設。

武蔵野大学の建学の精神は、仏教の根本
精神である四弘誓願（しぐぜいがん／ほ
とけのねがい）を基礎とする人格教育で
す。学校法人武蔵野大学の教育の目標は
四弘誓願を基礎として人格向上をはか
り、人格向上の実現によって釈尊の理想
を具現化することです。

浄土真宗
本願寺派
僧侶同志

（ 龍 谷 総
合学園加
盟校）

岐阜聖徳
学園大学

岐阜市

看護学部
　看護学科

1972 年聖徳学園岐阜
教 育 大 学 開 学、1998
年岐阜聖徳学園大学に
改 称。2015 年 看 護 学
部看護学科開設。

学校法人聖徳学園の設立趣旨は、仏教精
神を基調とした学校教育を行うところに
ある。本学園は、この仏教精神とりわけ
大乗仏教の精神を建学の精神とし、浄土
真宗の宗祖親鸞聖人が和国の教主と敬
慕された聖徳太子の「以和為貴」（和を
もって貴しとなす）の聖句をその象徴と
して掲げ、「平等」「寛容」「利他」の大
乗仏教の精神を体得する人格の形成をめ
ざしている。

（ 龍 谷 総
合学園加
盟校）

兵庫大学

兵庫県
加古川市

看護学部
　看護学科

1995 年兵庫大学開学。
2006 年健康科学部看
護 学 科 開 設、2017 年
看護学部看護学科と改
編。

建学の精神は聖徳太子の十七条憲法に示
された「和」の精神です。すなわち「聖
徳太子の御徳を慕い、その十七条憲法に
示された「和」を根本の精神として仰
ぎ、仏教主義に基づく情操教育を行い、
有為の人材を養成する」ことです。

曹洞宗

東北福祉
大学

仙台市
青葉区

健康科学部
　保健看護学科
　リハビリテー
　ション学科

1962 年東北福祉大学
開 学。2006 年 健 康 科
学 部 保 健 看 護 学 科 開
設、2008 年 健 康 科 学
部リハビリテーション
学科開設。

東北福祉大学は『行学一如』を建学の精
神に掲げ、その教育の理念は『自利・利
他円満』の哲学を基調とし、人間力、社
会力をもつ人材を世に送り出していま
す。

駒澤大学

東京都
世田谷区

医療健康科学部
　診療放射線技
　術科学科

1925 年大学令による
大 学、1949 年 新 制 大
学。2003 年 医 療 健 康
科学部診療放射線技術
科学科開設。

駒澤大学は「仏教」の教えと「禅」の精
神を建学の理念、つまり教育・研究の基
本とする大学です。道元禅師の教えを大
学の教育・研究の理想的なあり方とし
て簡潔に表現したのが、「行学一如」で
す。それは、大学では自己形成を目指す

「行」と、学問研究である「学」とは一
体であるという意味であり、それが建学
の理念を表わす言葉として用いられてき
たのです。

鶴見大学

横浜市
鶴見区

歯学部
　歯学科

1963 年鶴見女子大学
開 学。1970 年 鶴 見 女
子大学歯学部歯学科開
設、1973 年 鶴 見 女 子
大 学 を 鶴 見 大 学 と 改
称。1970 年 歯 学 部 附
属 病 院（ 横 浜 市 鶴 見
区）開設。

本学は、仏教、とくに禅の教えにもとづ
いて、円満な人格の形成と人類社会に対
する感謝・報恩の実践をもって建学の精
神としています。この精神を、本学の創
設に深くかかわられた中根環堂先生は、

「大覚円成　報恩行持」の二句をもって示
されました。これを分かりやすく表現す
れば、「感謝を忘れず　真人（ひと）にな
る」、あるいは、「感謝のこころ　育んで
　いのち輝く　人となる」となります。

関連する
宗教

大学名
所在地 設置学部学科 設置年、沿革、関連

病院等 建学の精神と宗教的背景（要約・抜粋）
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曹洞宗

愛知学院
大学

愛知県
日進市

歯学部
　歯学科
薬学部
　医療薬学科

1953 年愛知学院大学
開 学。1961 年 歯 学 部
歯 学 科 開 設、2005 年
薬 学 部 医 療 薬 学 科 開
設。1961 年 愛 知 学 院
大 学 歯 科 病 院 開 設、
1972 年愛知学院大学
歯学部附属病院と改称

（名古屋市）。

愛知学院大学は、専門の理論と応用を教
授・研究し、あわせて本学設立の趣旨で
ある仏教精神を基とした「行学一体」の
人格形成に努め、「報恩感謝」の生活の
できる社会人を育成し、広く社会に寄与
し、人類の福祉と文化の発展に貢献する
ことを教育理念としています。

仏 教
（1885 年

旧足利市
内 各 宗
17 か 寺
が結成し
た足利仏
教和合会
を母体と
する）

足利大学

栃木県
足利市

看護学部
　看護学科

1967 年足利工業大学
開 学。1979 年 足 利 短
期 大 学 開 学。1996 年
足利短期大学看護科開
設、2010 年 看 護 科 を
看護学科と改称。2014
年足利工業大学看護学
部看護学科開設。2018
年足利工業大学を足利
大学に改称。

聖徳太子が制定した「17 条の憲法」の
第 1 条にある和の精神を本学の建学の
精神としています。「人と人」 「工学と自
然環境」「工学と社会環境」の調和を目
標に、『和』の精神を現代に活かし、工
学に関する学術の研究と教育を行うこと
により、人類の平和と国際社会の発展に
貢献できる専門職業人の育成を目指しま
す。

仏教（大
乗）35）

淑徳大学

千葉市

看護栄養学部
　看護学科

1965 年淑徳大学開学。
2007 年看護学部看護
学科開設。

淑徳大学の建学の精神「利他共生」は
「他者に生かされ、他者を生かし、共に

生きる」という意味で、これは大乗仏教
の精神に基づく理念であります。大乗仏
教では、出家し厳しい修行をした人だけ
ではなく、どんな人も信仰があれば大き
な乗り物に乗るように救われると考え、
そのために「自利利他（自らの人格の完
成のために修行し努力することと、他者
を生かすために自分が尽くすことを、共
に行う）」を理想としています。

創価学会

創価大学

東京都
八王子市

看護学部
　看護学科

1971 年創価大学開学。
2013 年看護学部看護
学科開設。

人間教育の最高学府たれ　新しき大文
化建設の揺籃たれ　人類の平和を守る
フォートレス（要塞）たれ

カトリッ
ク（マリ
アの宣教
者フラン
シスコ修
道会）

天使大学

北海道
札幌市

看護栄養学部
　看護学科

2000 年天使大学開学、
看護栄養学部看護学科
開 設。1911 年 天 使 病
院 開 設（ 北 海 道 札 幌
市）。

建学の精神「愛をとおして真理へ」の源
は、修道女たちが身をもって示した人間
愛の教えにあります。すべての人を大切
にし、その人の立場にたって看護と栄養
の責務にあたる職業人を育てること。そ
れが天使大学の誇りであり、アイデン
ティティです。

カトリッ
ク（イエ
ズス会）

上智大学

東京都
千代田区

総合人間科学部
　看護学科

1913 年専門学校令に
よ る 上 智 大 学 開 学、
1928 年大学令による
上 智 大 学 開 学。1948
年 新 制 大 学。2011 年
学校法人聖母学園との
法人合併、総合人間科
学 部 に 看 護 学 科 を 増
設。

1906 年、ローマ教皇ピウス 10 世は、前
年日本に派遣し、明治天皇に拝謁した親
善使節の報告を受けて、イエズス会に
対し日本にカトリック大学の設立を要
請し、1913 年、東京紀尾井の地に上智
大学が開学してザビエルの望みは実現し
た。上智大学はその後、様々な時代の変
遷をぬって成長してきたが、建学理念は
一貫して変わらない。それは、「キリス
ト教ヒューマニズム」の精神を根幹とす
る大学であり、世界の人々と共に歩む

「隣人性」と「国際性」を貫く「大学」
であるという理念である。

カトリッ
ク（純心
聖母会）

東京純心
大学

看護学部
　看護学科

1996 年東京純心大学
開 学。2015 年 看 護 学
部看護学科開設。

カトリック女子修道会「宗教法人純心聖
母会」を設立母体とする学校法人東京純
心女子学園は、「キリストの教えに基づ
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カトリッ
ク（純心
聖母会）

東京都
八王子市

いて真善美を探求するために、聖母マリ
アを理想とすること」を建学の精神と
し、聖母マリアにならい、キリストにお
いて示された神の愛によって、豊かな情
操と高い知性を育み、責任ある奉仕の精
神に富む人を育成することを教育の目的
としています。

カトリッ
ク系学校
法人

聖マリア
ンナ医科
大学

神奈川県
川崎市

医学部
　医学科

1971 年東洋医科大学
開 学。1973 年 聖 マ リ
ア ン ナ 医 科 大 学 に 改
称。1974 年 大 学 病 院
開 設（ 神 奈 川 県 川 崎
市）、1987 年横浜市西
部 病 院 開 設。2006 年
川崎市立多摩病院指定
管 理 者。2008 年 東 横
病院新規開院（神奈川
県川崎市）。

「キリスト教的人類愛に根ざした「生命
の尊厳」を基調とする医師としての使命
感を自覚し、人類社会に奉仕し得る人間
の育成、ならびに専門的研究の成果を人
類の福祉に活かしていく医師の養成」を
建学の精神に掲げ、6 年一貫教育体制の
もと、一般教育から専門教育にいたるま
でキメ細かなカリキュラムを設計。医師
としての自覚と、将来必要となる基本的
医学知識、技能、態度の修得をはかり、
プロフェッショナルとしての誇りと、豊
かな人間性、そして幅広い教養を持つ医
師の輩出に力を注いでいます。

カトリッ
ク（聖心
侍女修道
会）

清泉女学
院大学

長野市

看護学部
　看護学科

2003 年清泉女学院大
学 開 学。2019 年 看 護
学部看護学科開設。

本学は、キリストの福音（good news）
に基づいた大学です。学問研究と教育を
通じて、真摯に真理を探究する大学とし
て建学されました。学術研究を深めると
共に、キリスト教の精神に基づく全人教
育を教育理念としています。知的および
道徳的に高い見識と広い教養を養い、た
ゆまぬ自己開発を通して文化の向上と社
会の福祉のために貢献しうる女性を育成
することを目的としています。

カトリッ
ク系学校
法人

聖マリア
学院大学

福岡県
久留米市

看護学部
　看護学科

2006 年聖マリア学院
大学開学、看護学部看
護 学 科 開 設。1953 年
聖マリア病院開設（福
岡県久留米市）。

カトリックの愛の精神。主イエス　キリ
ストの限りなき愛のもとに、常に弱い
人々のもとに行き、常に弱い人々と共に
歩むことです。

カトリッ
ク（純心
聖母会）

鹿児島純
心女子大
学

鹿児島県
薩摩川内
市

看護栄養学部
　看護学科

1994 年鹿児島純心女
子大学開学、看護学部
看 護 学 科 開 設、2002
年看護学部を看護栄養
学部に改称。

「聖母マリアのように神様にも人にも喜
ばれる女性の育成」　イエス・キリスト
の母、聖マリアを理想と仰ぎ、現代に生
きる若者が自他の命の尊さを認識し、他
者の幸せのためにという精神をもって行
動することを意味する。

プロテス
タ ン ト

（ メ ソ ジ
スト）

弘前学院
大学

青森県
弘前市

看護学部 1971 年弘前学院大学
開 学。2005 年 看 護 学
部開設。

弘前学院は、本多庸一（津軽藩藩校の稽
古館の司監、後の東奥義塾塾長になっ
た）によって 1886 年に設立された。本
多先生は、キリスト教の精神を基に ｢畏
神愛人」を信条とされた。神を畏れると
は、聖書に示されている天地の創造者の
みを主（神）として拝すること、即ち特
定の思想や人物及び自己を絶対化せず、
他のなにものをも神格化しないというこ
とである。隣人を愛するという事は、自
己と同質の人あるいは仲間ではなく、他
民族及び自己と異なる一人ひとりの人格

関連する
宗教

大学名
所在地 設置学部学科 設置年、沿革、関連

病院等 建学の精神と宗教的背景（要約・抜粋）
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と個性と立場を尊重し、受容することで
ある。本学はキリスト教の精神と本多先
生の信条を建学の基とし、このような人
間形成を教育の根底に据えて、その上で
高度の専門の知識と技術を習得する事を
志向しているのである。

プロテス
タント

茨城キリスト
教大学

茨城県
日立市

看護学部
　看護学科

1967 年茨城キリスト
教 大 学 開 学。2004 年
看 護 学 部 看 護 学 科 開
設。

共に生きるものとして相手を思いやる
“ 心の平和 ” を教育の根幹に据え、愛に
生き、社会や平和に貢献する人間を育ん
でいく。

聖公会

聖路加国
際大学

東京都
中央区

看護学部 1964 年聖路加看護大
学 開 学、 看 護 学 部 開
設。2014 年 聖 路 加 国
際 大 学 に 改 称。1901
年 聖 路 加 病 院 開 設、
1917 年聖路加国際病
院と改称（東京都中央
区 ）、1943 ～ 45 年 大
東亜中央病院と改称。

本学はキリスト教精神に基づき、看護保
健・公衆衛生の領域において、その教
育・学術・実践活動を通じて、国内外の
すべての人の健康と福祉に貢献すること
を目的とする。

プ ロ テ
ス タ ン
ト（米国
バプテス
ト伝道協
会）

関東学院
大学

神奈川県
横浜市

看護学部
　看護学科

1949 年関東学院大学
開 学。2013 年 看 護 学
部看護学科開設。

関東学院大学の建学の精神は、キリスト
教の精神にあります。これは、キリスト
教の精神（創造主への畏敬、無償の愛、
対等な尊厳を有する存在としての他者の
受容）に基づき、地球上の多様な生命へ
の慈しみと敬虔、森羅万象に対する寛容
と慈愛、それらの徳目を基本とした姿
勢のもとで、他者を理解し共感すること
を可能とするための広く深い教養を修得
し、他者のために行動できる奉仕の精神
を涵養することを意味します。

セブンス
デー・ア
ドベンチ
スト

三育学院
大学

千葉県
夷隅郡
大多喜町

看護学部
　看護学科

2008 年三育学院大学
開学、看護学部看護学
科開設。

本学は、プロテスタント・キリスト教の
精神、とりわけその潮流のもとにあるセ
ブンスデー・アドベンチスト教団の理念
と実践に基づく教育共同体である。その
めざすところは、聖書に示されている本
来的人間すなわち霊性（spiritus）、知性

（mens）、身体（corpus）の統合体とし
ての人間の全体的な回復である。本学の
使命は、この目的のもと、神をすべての
価値の源として真理を探究し、自己と他
者の尊厳を重んじ、より良い社会の形成
をめざして、それに貢献し得る人物を育
成することである。

プロテス
タント

聖隷クリス
ト フ ァ ー 大
学

静岡県
浜松市

看護学部
　看護学科
　リハビリテー
　ション学部
　理学療法学科
　作業療法学科

1992 年聖隷クリスト
ファー看護大学開学、
看 護 学 部 看 護 学 科 開
設。2002 年 聖 隷 ク リ
ス ト フ ァ ー 大 学 に 改
称。2004 年 リ ハ ビ リ
テーション学部開設、
2011 年リハビリテー
ション学部学科改編。
36）

「隣人愛」とは、「自分のようにあなたの
隣人を愛しなさい」という聖書の教えに
示された愛の心です。聖隷学園は、創立
以来この隣人愛と生命の尊厳を基本理念
として、保健医療福祉分野の専門職の育
成に取り組んできました。その原点は、
1930 年に浜松のクリスチャンの若者た
ちが建てた結核患者のための小さな病舎
にさかのぼります。目の前で苦しんでい
る人のために、自分自身が感染するかも
しれないという状況のなかで無償の愛を
捧げたこの行いが、今日、日本有数の医
療・福祉・教育集団となった聖隷グルー
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プのすべての事業の始まりなのです。混
迷する現代社会の医療・福祉のなかで、
人と共にあり、その不安や苦痛、悲しみ
を理解し、共に生きることを人生の喜び
とする。聖隷クリストファー大学では、
先人たちによって示された愛と奉仕の精
神を受け継ぎ、地域に貢献し、国際社会
においても活躍できる専門職を育成して
います。

福音主義
キリスト
教

金城学院
大学

愛知県
名古屋市

薬学部
　薬学科

1949 年金城学院大学
開 学。2005 年 薬 学 部
薬学科開設。

金城学院大学は福音主義のプロテスタン
ト・キリスト教に基づき、女性に広く知
識を授けるとともに、深く専門の学芸を
教授研究し、もって真理と正義を愛し、
世界の平和と人類の福祉に貢献する女性
を養成することを目的とします。

プ ロ テ
ス タ ン
ト（米国
メソジス
ト・プロ
テスタン
ト教会）

名古屋学
院大学

愛知県
名古屋市

リ ハ ビ リ テ ー
ション学部
　理学療法学科

1964 年 名 古 屋 学 院
大 学 開 学。2006 年 人
間 健 康 学 部 リ ハ ビ リ
テーション学科開設、
2010 年リハビリテー
ション学部開設。

敬神愛人

プロテス
タント

同志社女
子大学

京都市

薬学部
　医療薬学科
看護学部
　看護学科

1949 年同志社女子大
学 開 学。2005 年 薬 学
部 医 療 薬 学 科 開 設、
2015 年看護学部看護
学科開設。

同志社女子大学は、創立以来「キリスト
教主義」「国際主義」「リベラル・アー
ツ」を教育理念の柱とし、教育・研究活
動を行っています。

プロテス
タント

梅花女子
大学

大阪府
茨木市

看護保健学部
　看護学科
　口腔保健学科

1964 年 梅 花 女 子 大
学 開 設。2010 年 看 護
学 部 看 護 学 科 開 設、
2015 年看護保健学部
に改組、看護学科・口
腔保健学科を開設。

キリスト教精神に基づき、他者への愛と
奉仕の精神を備える自立した女性を育成
する。

プ ロ テ
ス タ ン
ト（米国
南部バプ
テスト連
盟）

西南女学
院大学

福岡県
北九州市

保健福祉学部
　看護学科

1994 年西南女学院大
学開学、保健福祉学部
看護学科開設。

本学院のキリスト教に基づく女子教育
は、創設時に校訓「感恩奉仕」を掲げ
て、営まれてきました。この「感恩奉
仕」は今日、西南女学院の「建学の精
神」となっています。神の恩寵（恵みの
意味）の中に生かされていることへの感
謝を意味する「感恩」と、隣人への愛を
意味する「奉仕」を教育の基盤とする教
育によって、本学院は多くの優秀な人材
を社会に送り出し、地域社会にその名を
知られるようになりました。

プ ロ テ
ス タ ン
ト（米国
メソジス
ト監督教
会）

福岡女学
院看護大
学

福岡県
古賀市

看護学部
　看護学科

2008 年福岡女学院看
護大学開学、看護学部
看護学科開設。

キリスト教精神に基づき、人間の尊厳、
倫理観を備え、ヒューマンケアリングを
実践できる人材を育成し、 社会に貢献す
る事を教育理念とします。

プロテス
タント

活水女子
大学

長崎市

看護学部
　看護学科

1981 年活水女子大学
開 学。2009 年 看 護 学
部看護学科開設。

活水学院は、創立者であるラッセル女史
が信念の拠り所としたキリスト教を「建
学の精神」としています。スクール・
モットーは、創設者が常に教えておられ

関連する
宗教

大学名
所在地 設置学部学科 設置年、沿革、関連

病院等 建学の精神と宗教的背景（要約・抜粋）
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（ 米 国 メ
ソジスト
監 督 教
会）

た「知恵と生命との泉―主イエス・キリ
ストーに掬（むす）べよ」です。女史は
イエス・キリストの人格に触れることこ
そが最良で最高の教育の土台であると確
信し、人が生きるために必要な知恵と生
命を、決して尽きることがないイエス・
キリストという泉から汲みなさいと教え
られました。

天理教

天理医療
大学

奈良県
天理市

医療学部
　看護学科
　臨床検査学科

2012 年天理医療大学
開学、医療学部看護学
科・ 臨 床 検 査 学 科 開
設。1935 年 天 理 よ ろ
づ 相 談 所 開 設、1937
年奈良県より私立病院
認 可、1966 年 公 益 財
団法人天理よろづ相談
所・憩の家開設（奈良
県天理市）。

本学は、教育基本法及び学校教育法の定
めるところにより、人に尽くすことを自
らのよろこびとするという天理教の信条
教育を基調として、社会人としての豊か
な知識を持ち、医療に関わる専門性の高
い技術・技能を習得し、真摯に科学する
精神を育み、人に対する深い愛情と自分
を律する謙虚な心を胸に秘めた人材を育
成することを目的とします。大学設立の
目的にそって、自ら積極的に知識と技術
を学びとる学習態度を持ち、また、他者
との関わりを大事にして、チーム医療の
一員としての役割を果たせる心と技術を
獲得できる、即ち自律と協働する力を
持った医療者を育てることを医療学部設
置の目的とします。

金光教

関西福祉
大学

兵庫県
赤穂市

看護学部
　看護学科

1997 年関西福祉大学
開 学、2006 年 看 護 学
部看護学科開設。

関西福祉大学では、「人間平等」「個性尊
重」「和と感謝」を建学の精神として掲
げています。「人間平等」とは、人とし
て平等であり、人を受け容れる寛容なこ
ころをもつこと、「個性尊重」とは、個
性や役割の違いを理解し、傾聴し、共感
する豊かなこころをもつこと、「和と感
謝」とは、和（やわらぎ）のこころをも
ち、感謝する気持ちを忘れないことであ
り、すべての人々が共に生きる社会を実
現することを意味するものです。

いくつか気づいた点を列挙しておく。仏教系の大学においては看護学部を
設置している大学が多い。また曹洞宗に関係する鶴見大学と愛知学院大学に
歯学部が設置されているのが目を引く。カトリック系の大学でも看護学部の
設置がほとんどだが、聖マリアンナ医科大学の存在が注目される。プロテス
タント系の大学でも同様に看護学部の設置がほとんどだが、薬学部、リハビ
リテーション学部を設置している大学も見られる。こうして見ると、宗教関
連の大学において、看護学の専攻課程が充実していることがわかる。

ところで、1975 年に設立され、2010 年に一般社団法人になった日本看護
系大学協議会には、2020 年現在、287 校が加盟しているという。36）そのう
ち私立大学は 193 校で、67.25％を占める。表中の看護学専攻を設置してい
る 29 大学はすべて会員校であり、同法人加盟の私立大学のなかに占める割
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合は、約 15％となる。医学、歯学、薬学、その他と比較して、大学の看護
学教育における宗教系大学の割合の大きさは注目すべきものと思われる。37）

むすび
本稿で見てきたことをまとめておこう。明治以降の日本の医療制度は、

20 世紀初頭以降、「医師法」、「歯科医師法」の整備も含め医療専門職の制
度化が進められる一方、1930 年代には病院、診療所、さらに保健所といっ
た医療機関の法整備が進展した。また 1918 年に「大学令」が公布される
と医学校が大学医学部や医科大学となり医学教育も拡充していく。その後、
1938 年の厚生省の設置、1942 年の「国民医療法」の制定ののち、戦時体
制下で養成される医師の数が増大していった。第二次世界大戦後には公衆衛
生、公的扶助の諸制度の整備とともに医療制度の再建が目指され、その後、
高度経済成長期には医療機関の整備拡充、高度化が進められていった。

こうした日本の医療制度のなかで、本稿は特に 1990 年以降に認定される
ようになった緩和ケア病棟に着目し、そのなかの宗教系緩和医療機関につい
て、リストを提示することを試みた。ここではカトリック系 12 施設、プロ
テスタント系 17 施設、その他 8 施設について概観した。加えて、宗教系私
立大学における医学、歯学、薬学、看護学等の医療系教育プログラムの設置
状況について、リストを提示して概観した。

これらのリストを概観すると、当然のことながら、それぞれの医療機関、
また大学が個別の背景をもって緩和ケアの提供、また医学系教育課程の設置
にいたっていることが窺える。ここからなにか一般的な結論を引き出すこと
は、本稿では試みていない。しかしながら少なくとも、今後、近代日本にお
ける宗教と医療・医学との関係を考察するうえで、こうした基礎的な事例に
ついての認識は欠かすことができないのではないかと考えられる。そしてそ
うした考察が、日本における死生学の展開の一面を理解するうえでも、一定
程度の意義を有するものと言えるだろう。

〈付記〉

社会医療法人雪の聖母会、聖マリア病院からは、企画部・診療統括部門５事務長・
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注

1） 厚生労働省「平成 30 年（2018 年）医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」（https://
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/18/index.html）、「平成 30（2018）年医療
施設（動態）調査・病院報告の概況」（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
iryosd/18/）を参照。2020 年以来のコロナ禍において、この感染症病床数ではまっ
たく対応ができなくなった。

2） ただし関連する諸団体、諸機関のホームページ等も参照し、適宜修正を加えてあ
る。なお、より手軽に参照しうる最近の文献としては、坂井（2020）がある。

3） 「厚生」の語は、『書経』の「正徳利用厚生」から採られたという（小高 2011, 
301）。

4） 併存していた 4 種とは、①江戸時代以来の漢方の開業医など従来の開業者で申請
により医師資格を得た者、②各種学校で学び医術開業試験に合格した者、③一定の
基準を満たした甲種医学校や専門学校を卒業した者、④帝国大学または大学医学部
を卒業した者、である（坂井 2019, 303–304）。明治から昭和初期までの医学教育
の変遷については、澤井（2019）を参照。

5） 今日まで存続する私立の医学教育機関のうちで、第二次世界大戦中までに設置され
ていたものは以下のとおりである（菅谷 1976. 229–231）。

1900 年　私立東京女医学校設立（1912 年、東京女子医学専門学校、1947 年、
東京女子医科大学予科、1950 年、東京女子医科大学）。

1903 年　私立東京慈恵医院医学専門学校設立（1881 年に設立された成医会講
習所を前身とする。1907 年、東京慈恵会医院医学専門学校、1921 年、
東京慈恵会医科大学）。

1904 年　私立日本医学校設立（1876 年から 1903 年まで運営された済生学舎を
前身とする。1912 年、私立日本医学専門学校、1919 年、日本医学専
門学校、1926 年、日本医科大学）。

1917 年　慶應義塾大学医学科設立（1873 年から 1880 年まで運営された慶應義
塾医学所を前身とする）。

1918 年　東京医学専門学校設立（1946 年、東京医科大学）。
1925 年　帝国女子医学専門学校設立（1947 年、東邦医科大学予科、1950 年、

井手健一郎様を窓口として、貴重な資料をご提供いただき、また施設見学等でご

配慮いただきました。心より感謝申し上げます。
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東邦大学）。
1925 年　日本大学専門部医学科設立（1952 年、日本大学医学部医学科）。
1927 年　大阪高等医学専門学校設立（1946 年、大阪医科大学）。
1928 年　九州医学専門学校設立（1943 年、九州高等医学専門学校、1946 年、

久留米医科大学、1950 年、久留米大学）。
1928 年　岩手医学専門学校設立（1947 年、岩手医科大学）。
1928 年　昭和医学専門学校設立（1946 年、昭和医科大学、1964 年、昭和大学）。
1928 年　大阪女子高等医学専門学校設立（1947 年、大阪女子医科大学、1954

年、関西医科大学）。
1943 年　順天堂医学専門学校設立（1946 年、順天堂医科大学、1951 年、順天

堂大学）。
 またそれぞれの学校がホームページ上で公開している沿革も参照。済生学舎、慶應

義塾医学所、成医会講習所については、志村（2012）を参照。成医会講習所と済
生学舎についてはさらに福永（2014）も参照。

6） そのほか、台湾、朝鮮、樺太、満州・関東州の医科大学、医学専門学校について
は、泉（2012）を参照。

7） 実地修練生（インターン）の地位・身分の不安定性をめぐり、その廃止を求めて
1967 年に学生運動が活発化、68 年の医師法改正で同制度は廃止され、医学部卒業
者はただちに医師国家試験を受験できるようになる（坂井 2019, 313）。

8） 看護婦（士）・准看護婦（士）の名称は 2001 年の法律改正「保健婦助産婦看護婦
法の一部を改正する法律」により、翌 2002 年より、保健婦から保健師、助産婦か
ら助産師への変更とともに、看護師・准看護師と改められた。

9） 現在、医療職の国家資格には以下の 23 種がある。医師、歯科医師、看護師、准看
護師、保健師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、
理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科技工士、歯
科衛生士、管理栄養士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう
師、柔道整復師（坂井 2020, 453）。

10） 総合病院は 1997 年の医療法改正により廃止され、地域医療支援病院が創設された
（島崎 2011, 98）。なお、1992 年の医療法改正により、高度医療に対応する特定機
能病院が創設され、1997 年改正で、医療法上、二つの機能類型の病院が設定され
たことになる。

11） 日本赤十字社は、1877 年の西南戦争の際に設けられた救護団体「博愛社」を前身
とする。1886 年に日本政府が万国赤十字条約に加入し、1887 年に博愛社は日本
赤十字社と改称した。のち、1952 年、「日本赤十字社法」が制定され、認可法人と
なる（菅谷 1976, 152–156）。

12） 1910 年の大逆事件ののち、社会主義運動を抑制するために、1911 年、明治天皇
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の詔と下賜金をもとに窮民への施薬救療を目的とする恩賜財団済生会が設立された
（菅谷 1976, 175–178）。

13） 農村部における医師と医療施設の確保、医療費支払いの安定化のために、1919 年
以降、「医療利用組合」が結成され、昭和初期にかけて増加していった。戦時中は

「農業会」に改組され、戦後、「農業会」に代わって 1948 年より農業協同組合が発
足し、同年、厚生農業協同組合、同連合会、また全国厚生農業協同組合連合会が発
足した（福永 2014, 257–262）。

14） 浅草寺病院については、中西（2004, 49–51）も参照。中西は明治期以降の仏教
者・仏教教団による医療、社会福祉事業について具体的な事例を列挙している。ま
た福永（2014, 265–266）は「施療病院・慈善病院」というカテゴリーのもと、明
治期に設立された以下のような宗教系の病院・診療所を挙げている（天理病院も言
及されているが、この注では省略する）。便宜的にハンセン病療養所①とその他②
に分けて記す。①ハンセン病療養所：パリ外国宣教会・神山復生病院（1889 年設
立）；英米プロテスタント系・慰廃園（1894 年設立、1942 年閉鎖）；英国国教会系・
熊本回春病院（1895 年設立、1941 年閉鎖）；カトリック・待労院（1898 年設立、
2013 年閉鎖）；日蓮宗・身延深敬病院（1906 年設立、1992 年閉鎖）。②その他：
スコットランド長老派・健康社（築地病院、1875 年設立、のち建物が聖路加病院
となる）；真言宗・済生病院（1909 年設立、1946 年閉鎖）；救世軍・救世軍病院

（1912 年設立、本稿表 2 を参照）；近江兄弟社・近江療病院（1918 年設立、本稿
表 2 を参照）。なお、済生病院と身延深敬病院については、中西（2004, 73–86；
190–192）、前者についてはさらに栗田（2011）を参照。

 中西は活動が途絶したさまざまな仏教系医療機関のほか、現在まで活動が継承され
ているいくつかの機関についても論じている。後者の例としては、1930 年開設の
あそか病院（浄土真宗本願寺派系、なお「あそか」は無憂樹のこと）、1926 年開設
の六条診療所（現、西本願寺あそか診療所、浄土真宗本願寺派系）、1931 年開設の
四天王寺施薬療病院（現、四天王寺病院）がある（中西 2004, 148–152）。

15） 「保健所法」は 1994 年に「地域保健法」に改められ、市町村レベルでの保健セン
ターの設置が法定化された。

16） 新設私立大学・医学部は以下のとおり。1970 年：杏林、北里、川崎医科、1971 年：
帝京、東洋医科（1973 年聖マリアンナ医科大学）、愛知医科、1972 年：埼玉医科、
金沢医科、名古屋保健衛生（1984 年藤田学園保健衛生大学、1991 年藤田保健衛
生大学、2018 年藤田医科大学）、兵庫医科、福岡大、1973 年：独協医科、1974 年：
東海大、近畿大（宗前 2020, 242）。

17） 長谷川保の生涯については山内（1996）、今日の聖隷福祉事業団の創立史について
は蝦名（1999）を参照。

18） 『緩和ケア』30 巻 1～3 号（2020 年 1 月、3 月、5 月号）が「『緩和ケア』誌 30 巻
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を迎えて」という特集を組んでいる。
19） それぞれの団体のホームページを参照。日本ホスピス緩和ケア協会：https://www.

hpcj.org/index.html　日本緩和医療学会： http://www.jspm.ne.jp/
20） その他の団体は、日本緩和医療薬学会、日本がん看護学会、日本がんサポーティブ

ケア学会、日本癌治療学会、日本サイコオンコロジー学会、日本在宅医学会、日本
在宅医療学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本ペインクリニック学会、日本
放射線腫瘍学会、日本ホスピス・在宅ケア研究会、日本麻酔科学会、日本臨床腫瘍
学会、日本臨床腫瘍薬学会、日本老年医学会。

21） この段落の数値は、升川／宮下（2020）による。
22） 浄土真宗本願寺派社会部社会事業担当ホームページを参照（https://social.hon 

gwanji.or.jp/html/c11p1.html）。
23） 谷山（2005, 36）参照。また日蓮宗ビハーラ・ネットワークホームページを参照

（http://www.nvn.cc/home/top_page.htm）。
24） 医療法人崇徳会ホームページを参照（http://www.sutokukai.or.jp/cssc/media/

files/about/tamiya_nagaoka.pdf）。
25） 佼成病院ホームページを参照（https://kosei-hp.or.jp/hospital/history.html）。
26） あそかビハーラ病院ホームページを参照（http://www.asokavihara.jp/seturitu.

html）。
27） 同会ホームページの沿革を参照（http://www.j-cma.com/history）。
28） 日本カトリック医療施設協会は、2014 年に創立 50 周年記念誌を刊行している。

日本における 16 世紀以降のカトリック系医療施設に関する情報を集成し、また歴
史上の一時期のみ存在しすでに閉鎖されている施設についても言及しており、貴重
な記録となっている。「施設紹介」に紙幅を割き、「キリシタン時代の施設」、「過去
に加盟していた施設　加盟が確認できない施設」、「現在加盟している施設」におい
て施設ごとに概要を掲載している。同誌については、社会医療法人雪の聖母会、聖
マリア病院のご厚意を得て、参照が可能になった。

29） 明石嘉聞、明石志都香については、鈴木範久監修『日本キリスト教歴史人名事典』
（2020）にそれぞれ立項されている。小野忠亮「明石嘉聞」、村上誠志「明石志都
香」を参照（鈴木 2020, 18–19）。また泉孝英編『日本近代医学人名事典【1968–
2011】』には明石嘉聞の項目がある（泉 2012, 6）。

30） 福永は「高度経済成長時代は、一人の医師が個人診療所からスタートして病院を創
ることも不可能ではなかった」。「診療所の個人開業医が病院を開設し、発展させて
いったという日本病院史にみられる史実は、日本の病院の際立った特徴といえる」
として、聖マリアンナ医科大学病院、川崎医科大学附属病院、藤田保健衛生大学病
院、徳洲会グループを例として挙げている（福永 2014, 410）。

31） 終戦直後、井手一郎は九州帝国大学医学部放射線治療学教室の副手として長崎市原



近代日本における医療と宗教

177

爆研究救護班員に加わり、1945 年 9 月から 11 月にかけて長崎に滞在した（調査
はその後数年継続）。その間、長崎大学の永井隆（1908～1951）とも接していた

（医療文化社 1995, 38–44；90）。
32） このうち長野市の愛和病院については、2020 年 9 月 9 日に同病院チャプレン、松

村さおり様より情報を提供していただいた。記して感謝申し上げたい。
33） 日本キリスト者医科連盟ホームページを参照（http://japan-cma.net/）。
34） 日本カトリック大学連盟とキリスト教学校教育同盟のそれぞれのホームページを参

照（http://www.catholic-u.jp/index.html；https://www.k-doumei.or.jp/）。 な お、
仏教主義学校連盟という組織も存在するようだが、確認していない。

35） ただし創立者の長谷川良信（1890–1966）は浄土宗僧侶。
36） 聖隷クリストファー大学のホームぺージでは、聖隷グループとして以下の病院名が

列挙されている（＊の指定管理者受託施設、運営受託事業、共同事業を含む）。静
岡県：聖隷三方原病院、聖隷浜松病院、浜松市リハビリテーション病院＊、聖隷袋
井市民病院＊（以上、社会福祉法人聖隷福祉事業団）、一般財団法人芙蓉協会・聖
隷沼津病院、一般財団法人恵愛会・聖隷富士病院。関東：聖隷佐倉市民病院、聖隷
横浜病院（以上、社会福祉法人聖隷福祉事業団））。関西：聖隷淡路病院（社会福祉
法人聖隷福祉事業団）。四国・九州：特定医療法人聖愛会・松山べテル病院。

37） 同協議会によると、看護系大学とは「保健師、助産師、看護師の国家試験受験資格
を取得させ得る四年制大学及び省庁大学校」を指すという。日本の看護系大学は
1990 年代前半まで 11 校であり、その後、増大して現在の数に至った。同協議会
のホームページを参照（https://www.janpu.or.jp/outline/）。

38） 参考までに、日本におけるキリスト教系大学の割合を挙げておく。文部科学省「令
和 2 年度学校基本調査」によると、日本の大学の数は 795、うち私立大学は 615 校
である（https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_chousa01-1419591_8.pdf）。
日本カトリック大学連盟加盟校は 18、キリスト教学校教育同盟加盟の大学は 58 な
ので、私立大学に占めるキリスト教系大学の割合は約 12％となる。
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Medicine and Religion in Modern Japan:
An Institutional Backdrop of Japanese Thanatology

by Michiaki OKUYAMA

With the worldwide COVID-19 pandemic outbreak in 2020, a critical 
interest in the current situation of the Japanese medical system has been 
emerging. The modern Japanese medical system had not drawn much seri-
ous criticism before this pandemic, but this event has created a suitable 
occasion for reflection on it. Such reflection is also a chance to clarify the 
institutional backdrop of thanatology in Japan.

Modernization of the medical system started in Japan in the late 19th 
century, and then around the beginning of the 20th century, the Japanese 
government attempted to readjust its medical system to improve the health 
of the general public. This was done through the institutionalization of 
the medical profession, of hospitals and other medical facilities, and of 
the medical education system. After WWII, the postwar rebuilding of the 
medical system was enabled by the government alongside the establish-
ment of other social security systems. Around 1980, early examples of 
thanatological activities started in two Protestant hospitals, one in Osaka, 
and the other in Hamamatsu, Shizuoka. They were followed by the growth 
of palliative medicine nationwide from around 1990 onwards. 

The current situation surrounding thanatology in Japan can be seen 
partly in the presence of palliative care hospitals, some of which have 
been established and managed by religiously-affiliated medical organiza-
tions. Some contributions by religious organizations to the field of medi-
cine also can be seen in the establishment and management of universities 
that offer majors in medicine or in other related areas. In this article, a 
summary of activities related to thanatology in those 37 hospitals and 35 
universities is presented. By knowing information of this kind, readers can 
further understand the institutional backdrop of Japanese thanatology.


