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お
互
い
に
、
ふ
し
ぎ
な
力
で
人
と
い
う
形
に
生

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
か
「
男
女
」
と
わ
か
れ

た
二
つ
の
性
の
ど
ち
ら
か
に
な
っ
て
い
て
…
。

真
宗
系
の
女
学
校
に
通
学
し
て
い
た
一
九
三
七

年
七
月
、
日
中
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
朝
礼
で

毎
朝
、
恩
徳
讃
を
唱
え
て
い
た
全
校
生
徒
が
、
校

長
先
生
の
指
示
で
氏
神
と
さ
れ
て
い
る
神
社
に
「
戦

勝
祈
願
」
の
た
め
何
組
に
も
わ
け
ら
れ
て
お
詣
り

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

思
春
期
の
女
子
、
も
う
月
経
の
始
ま
っ
た
人
も

い
ま
す
。
皆
と
一
緒
に
お
詣
り
し
て
も
、
引
率
の

先
生
が
「
月
の
も
ん
の
あ
る
人
は
鳥
居
を
く
ぐ
る
な
。

鳥
居
の
前
で
待
っ
て
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

友
だ
ち
は
お
詣
り
す
る
の
に
、
は
い
れ
な
い
で
待

つ
友
人
…
。

私
は
そ
の
時
か
ら
「
教
育
や
、
宗
教
を
超
え
て
、

自
分
の
心
に
忠
実
に
生
き
た
い
」
と
思
っ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

「
人
間
て
何
や
る
」
、
「
女
て
何
や
る
」
。

『

２

『､.：
政
治
的
に
も
家
庭
的
に
も
社
会
的
に
も
き
び
し

い
差
別
意
識
が
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
女
性
に
投
票

権
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
は
家
父
長
制
。
父

は
母
に
対
し
て
「
女
の
く
せ
に
」
「
女
だ
て
ら
に
」

「
女
は
き
た
な
い
」
「
女
な
ん
て
人
間
や
あ
ら
へ
ん
」

と
、
事
毎
に
難
癖
を
つ
け
て
威
張
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
母
を
抱
き
、
母
以
外
の
女
性
た
ち
と
次
々

に
関
係
を
も
っ
て
い
た
父
。
私
の
血
の
な
か
に
、

こ
の
あ
わ
れ
な
父
が
い
ま
す
。
「
女
は
き
た
な
い
」

と
か
「
人
間
や
な
い
」
な
ん
て
女
性
蔑
視
す
る
け

れ
ど
、
そ
れ
は
「
血
盆
経
」
そ
の
他
、
月
の
さ
わ

り
と
さ
れ
て
き
た
経
血
を
不
浄
視
す
る
男
の
偏
見
。

ど
ん
な
に
立
派
な
学
者
、
宗
教
者
、
芸
術
家
、
労

働
者
、
先
生
方
だ
っ
て
、
み
ん
な
女
性
の
胎
を
通

っ
て
生
ま
れ
て
き
た
男
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

世
界
人
類
は
、
今
で
も
民
族
差
別
、
人
種
差
別
、

国
対
国
の
対
立
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
残
酷
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
ど
ん
底
に
は

男
女
差
別
に
よ
っ
て
う
め
き
続
け
て
い
る
無
礼
が

解救いこころ
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存
在
し
ま
す
。
女
性
の
心
身
の
苦
悩
を
察
し
、
女

性
本
来
の
直
観
・
実
践
力
を
大
切
に
、
と
も
に
歩

も
う
と
す
る
男
性
こ
そ
あ
り
が
た
い
人
間
仲
間
だ

と
思
い
ま
す
。

歴
史
的
に
も
長
い
長
い
女
性
蔑
視
の
先
入
観
が

尾
を
曳
く
の
か
、
な
か
な
か
女
性
を
対
等
の
人
間

存
在
だ
と
認
め
難
い
方
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ど
う
か
、

刻
々
に
積
も
っ
て
ゆ
く
既
成
観
念
を
洗
い
流
し
て

本
来
の
美
し
く
純
粋
な
魂
を
磨
き
だ
し
て
、
ご
自

分
を
解
放
し
て
下
さ
い
。

既
著
『
水
平
へ
の
あ
こ
が
れ
』
に
私
は
「
や
っ

と
書
け
た
」
と
い
う
感
じ
で
、
次
の
二
、
三
行
を

綴
っ
て
い
ま
し
た
。

女
と
し
て
見
下
さ
れ
て
き
た
私
は
、
男
を
見

下
す
不
幸
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
い
。
人
権
と

し
て
、
自
由
と
し
て
、
個
の
存
在
を
大
切
に

し
合
い
た
い
。

表
現
は
簡
単
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
真
実
、
そ
う

思
わ
な
い
と
思
考
も
行
動
も
で
き
な
い
の
で
す
。

一
九
二
三
年
、
大
阪
に
生
ま
れ
る
。
随
筆
家
。

一
九
五
四
年
か
ら
執
筆
生
活
に
入
る
。
伝
統
や
美
術
、

自
然
、
歴
史
な
ど
に
こ
ま
や
か
な
視
線
を
注
ぎ
な
が
ら
、

戦
争
や
沖
縄
、
差
別
、
環
境
な
ど
の
問
題
を
鋭
く
追

求
す
る
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
る
。

『
岡
部
伊
都
子
集
賞
全
五
巻
、
岩
波
書
店
二
九
九
六
年
）

『
水
平
へ
の
あ
こ
が
れ
賞
明
石
書
店
二
九
九
八
年
）

一
・
京
色
の
な
か
で
』
（
藤
原
書
店
、
二
○
○
一
年
）

な
ど
著
書
多
数
。

命私
は
人
間
が
「
男
女
」
存
在
で
あ
る
現
実
を
、
「
不

幸
な
内
容
」
に
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

「
女
を
見
下
す
」
の
は
、
男
の
不
幸
。

「
男
を
見
下
す
」
の
は
、
女
の
不
幸
。

個
人
と
し
て
も
、
組
織
体
制
と
し
て
も
、
ひ
と

り
ひ
と
り
が
自
分
を
人
間
ら
し
く
在
ら
し
め
る
喜

び
を
高
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

｜
岡
部
伊
都
子
（
お
か
く
・
い
つ
こ
）
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し
出
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
ん
で
す
。
〃
人
と
し
て
誕

生
し
直
す
〃
そ
ん
な
場
が
修
練
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
私
は
自
分
が
受

け
た
修
練
を
再
現
し
た
い
と
い
う
思
い

が
強
く
あ
り
ま
す
ね
。

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
関
わ
り
は
、
私

の
場
合
こ
れ
ま
で
は
三
回
と
も
男
性
ス

タ
ッ
フ
の
中
に
女
性
ス
タ
ッ
フ
が
一
人

と
い
う
状
況
で
し
た
が
、
特
に
違
和
感

は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
か
ら
い
る

様
な
顔
を
し
て
修
練
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
。

た
だ
、
前
回
、
女
性
の
修
練
生
の
人
数

が
男
性
を
上
回
っ
て
た
ん
で
す
。
時
代

か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
は
女

性
ス
タ
ッ
フ
一
人
で
、
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
の
役
剖
が
果
た
せ
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
思
い
ま
し
た
。
施
設
面
で
は
具
体

的
な
問
題
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
実
は

そ
の
時
、
一
階
の
す
べ
て
の
ト
イ
レ
が

女
性
用
に
切
り
か
え
ら
れ
ま
し
て
、
ト

イ
レ
で
困
っ
て
い
た
の
は
一
階
に
部
屋

が
あ
る
男
性
ス
タ
ッ
フ
た
ち
で
し
た
。

（
女
性
修
練
生
は
所
属
す
る
班
の
部
屋

と
は
別
に
一
階
に
女
性
寝
室
が
設
け
ら

上
杉
：
私
に
と
っ
て
、
教
師
修
練
が
人

生
の
大
き
な
転
機
に
な
っ
た
ん
で
す
。

あ
る
意
味
で
の
私
の
誕
生
の
時
で
し
た
。

そ
の
時
を
も
ら
っ
た
か
ら
、
修
練
の
場

が
非
常
に
恋
し
く
、
も
う
一
度
あ
の
修

練
を
受
け
た
い
と
い
う
思
い
が
ず
っ
と

あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
た
ま
た
ま
去
年
、

か
っ
て
の
班
担
当
の
方
か
ら
「
修
練
ス

タ
ッ
フ
に
か
か
わ
っ
た
ら
ど
う
か
」
と

言
わ
れ
ま
し
て
ね
、
自
分
に
果
た
し
て

班
担
当
と
い
う
役
割
を
担
え
る
の
か
と

い
う
思
い
が
強
か
っ
た
ん
で
す
が
、
押

男女両性で形づくる
教団にむけて

一本廟奉仕･教師修練の現場から(上)－

出席上杉彰子さん（教師修練スタッフ・小松教区）
石川正穂さん（教師修練スタッフ・富山教区）
伊藤敏暁さん（同朋会館教導・金沢教区）
見義悦子（同朋会館教導・女性室スタッフ）

司会松本良平（女性室スタッフ）

教
師
修
練

真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
の
資
格
と
し
て
「
教
師
」

が
あ
り
、
教
師
修
練
は
そ
の
資
格
を
取
得
す

る
課
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
研
修
の
こ
と
。

前
期
、
後
期
あ
わ
せ
て
十
四
日
間
の
期
間
中
、

修
練
生
は
京
都
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
内

の
研
修
道
場
で
、
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら

宗
祖
親
鴛
聖
人
の
教
え
に
学
ぶ
。

教
師
修
練
で
の
女
性

ｌ
最
初
に
、
女
性
の
教
師
修
練
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

私
た
ち
は
「
男
女
両
性
で
形
づ
く
る

教
団
」
を
め
ざ
し
て
歩
み
出
し
ま
し
た
。

こ
こ
数
年
の
教
団
の
状
況
を
振
り
返
っ

て
も
、
主
と
し
て
男
性
の
役
割
と
な
っ

て
い
た
本
廟
奉
仕
・
教
師
修
練
の
ス
タ

ッ
フ
側
に
、
少
し
ず
つ
女
性
の
参
画
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
長
い
間
培
わ
れ
て
き
た
男

性
僧
侶
を
中
心
と
し
た
教
団
の
体
質
を

変
革
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
〃
人
権
の
問
題
〃
と
い
う

視
座
を
持
っ
て
、
よ
り
多
く
の
女
性
た

ち
の
声
が
聞
か
れ
る
教
団
の
機
構
を
構

築
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
「
男
女
両
性
で
形

づ
く
る
教
団
に
む
け
て
１
本
廟
奉
仕
・

教
師
修
練
の
現
場
か
ら
ｌ
」
と
題
し
て
、

教
師
修
練
ス
タ
ッ
フ
や
同
朋
会
館
教
導
・

補
導
と
し
て
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
々

に
よ
る
座
談
会
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
場
に
女
性
ス
タ
ッ
フ
が
加
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
何
が
ど
う
変
わ
っ
て
き

た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
問
題

が
見
え
て
き
た
の
か
を
話
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

女
性
と
男
性
が
と
も
に
声
を
出
し
合

う
こ
と
の
大
切
さ
と
、
「
男
女
両
性
で

形
づ
く
る
教
団
」
の
実
現
に
向
け
た
取

り
組
み
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

上

１
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ｌ
女
性
の
修
練
生
か
ら
は
、
女
性
ス
タ

ッ
フ
が
い
て
非
常
に
助
か
っ
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
声
は
で
て
い
ま
す
か
。

女
性
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
を

夢吻

一
一

－－’

修
練
生
の
部
屋
に
行
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
時
、
女
性
ス
タ
ッ
フ
に
お
任
せ
す

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

上
杉
．
．
確
か
に
女
性
の
部
屋
に
男
性
ス

タ
ッ
フ
が
入
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
：
女
性
の
修
練
生
が
増
え
て
く
る

状
況
の
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
は
フ
リ
ー

の
女
性
ス
タ
ッ
フ
が
必
ず
必
要
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。

れ
て
い
ま
す
）

伊
藤
：
実
際
、
一
九
八
五
年
に
研
修
道

場
を
建
て
た
時
点
で
は
、
そ
れ
だ
け
、

女
性
が
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
眼
中

に
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

上
杉
：
た
だ
、
女
性
の
修
練
生
は
女
性

寝
室
が
あ
る
関
係
で
、
そ
の
期
間
に
参

加
し
た
女
性
ど
う
し
が
班
を
超
え
て
集

ま
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
で
の

取
り
組
み
が
話
し
合
え
る
と
い
う
メ
リ

ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
非
常
に
大
事
な
こ

と
だ
な
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、

考
え
て
も
み
な
か
っ
た
祝
座
を
与
え
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
う
い
う

意
味
で
は
そ
ん
な
場
が
あ
る
女
性
は
ラ

ッ
キ
ー
だ
と
思
い
ま
す
。

見
義
：
男
性
に
も
そ
う
い
う
場
が
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
で
す
ね
。

上
杉
：
喫
煙
所
が
そ
の
場
だ
っ
た
り
し

ま
す
ね
。
修
練
で
は
限
ら
れ
た
Ⅱ
程
の

中
で
、
全
体
で
の
フ
リ
ー
・
ト
ー
キ
ン

グ
は
ほ
ぼ
と
れ
な
い
状
況
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
い
う
時
に
い
ろ
い
ろ
大
切
な
問
題

が
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。

一
方
で
、
私
の
感
覚
か
ら
〃
女
性
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
〃
と
い
う
こ
と
、
〃
男

性
ス
タ
ッ
フ
の
中
に
女
性
が
一
人
〃
と

い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
意
識
し
て
ま
せ
ん
。

〃
と
も
に
求
道
者
た
ら
ん
〃
と
い
う
感

覚
の
方
が
強
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
男

性
ス
タ
ッ
フ
も
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
現
在
は
、
禁
煙
と
喫
煙
で
き
る
談
話

室
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）

伊
藤
：
そ
う
い
う
人
は
ま
れ
な
ん
で
す
よ
。

気
が
弱
い
人
で
あ
っ
て
も
、
修
練
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
関
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に

な
っ
て
こ
な
け
れ
ば
問
題
だ
と
思
う
ん

で
す
。

上
杉
．
．
確
か
に
修
練
ス
タ
ッ
フ
が
本
当

に
男
女
両
性
で
共
に
と
い
う
意
識
を
持

っ
て
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
が
な
い
と

雌
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
性
に

砿
っ
て
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
と
も

に
求
道
者
な
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
立

脚
地
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

伊野

いてい女なでにそ生構面か上
そるもう性か待しれだあ談ら杉
れ修らかじつってがけつを も ：
ぞ練え、やたてい終でたし、先

繊継舞凝#Ｍ
;黙憲黙雛＃
苦＃号を受いり局、とた班要私性
悩抱け苦ま終４いのの 望 に 修
をえ と悩しわ時うで修が個紳
自てめとたらま形、練結人生

○

石
川
：
実
際
、
担
当
す
る
班
の
女
性
の



ｌ
男
性
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
感
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
気
づ
か
れ
た
こ
と
は
？

女
性
が
参
画
し
て
か
ら

Toslllake
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分
の
背
負
う
べ
き
も
の
と
し
て
立
ち
上

が
る
と
き
に
は
、
一
旦
そ
の
苦
悩
を
受

け
と
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
は

当
然
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
同
性
の
ス

タ
ッ
フ
に
は
そ
う
い
う
思
い
を
話
せ
る

ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
女
性
ス
タ
ッ
フ

が
少
な
い
か
ら
時
間
的
に
も
、
内
容
的

に
も
無
理
が
あ
る
の
が
現
状
で
す
。

見
義
：
修
練
生
に
お
寺
の
坊
守
さ
ん
が

多
か
っ
た
り
す
る
と
、
実
生
活
の
中
で

女
性
と
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
大
学
卒
業
前

後
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち
が
多
け
れ
ば
、

同
じ
女
性
で
あ
っ
て
も
問
題
と
し
て
い

る
こ
と
が
違
う
で
し
ょ
う
ね
。

上
杉
：
特
に
、
各
地
の
典
宗
学
院
か
ら

参
加
さ
れ
る
女
性
の
修
練
生
は
、
現
に

お
寺
の
坊
守
さ
ん
で
あ
る
と
か
、
子
育

て
の
真
っ
敢
中
で
あ
る
と
か
、
本
当
に

生
活
そ
の
も
の
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た

よ
う
な
苦
悩
を
い
っ
ぱ
い
抱
え
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う

い
う
環
境
が
求
道
の
場
へ
押
し
出
し
て

い
る
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
だ

か
ら
、
女
性
ス
タ
ッ
フ
で
な
け
れ
ば
受

け
と
め
き
れ
な
い
こ
と
は
あ
る
と
思
う

ｌ
‐
（

（

Ｑ
虎
口

、

】

ん
で
す
。
修
練
に
参
加
す
る
女
性
が
増

え
て
き
て
い
る
今
、
そ
の
思
い
に
本
気

で
向
き
合
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
少
し

女
性
ス
タ
ッ
フ
が
い
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

例
え
ば
、
女
性
が
坊
守
と
い
う
立
場

を
抱
え
な
が
ら
、
住
職
の
理
解
を
得
て
、

一
週
間
寺
を
空
け
て
教
師
修
練
に
京
都

ま
で
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当

に
実
現
が
難
し
い
の
で
す
か
ら
。

見
義
・
・
今
、
教
団
で
は
寺
に
お
け
る
坊

守
の
位
悩
づ
け
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

本
来
、
住
職
と
坊
守
が
木
当
に
教
団
や

寺
に
つ
い
て
願
い
を
共
有
し
て
い
た
ら
、

住
職
が
坊
守
を
教
師
修
練
の
場
へ
押
し

出
し
た
り
、
あ
る
い
は
坊
守
内
身
が
主

体
的
に
出
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る

と
思
う
ん
で
す
。

■

石
川
：
教
師
修
練
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に

『
宗
祖
親
鴬
聖
人
』
（
真
宗
大
谷
派
出

１

版
部
発
行
）
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
中
に
「
女
犯
偶
（
に
ょ
ぼ
ん
げ
）
」

が
出
て
く
る
箇
所
が
あ
る
ん
で
す
。
私

と
し
て
は
大
乗
仏
教
の
一
つ
の
位
般
付

け
と
し
て
「
女
犯
偶
」
を
読
む
と
い
う

理
解
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
私
が

「
女
犯
偽
」
を
そ
う
読
ん
で
い
る
こ
と

を
女
性
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
。

女
性
の
方
が
修
練
の
場
に
お
ら
れ
る

こ
と
で
意
識
し
、
こ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ

う
か
と
深
め
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

男
性
だ
け
で
取
り
組
ん
で
い
る
時
と
は

大
き
く
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
声
明
の
観
点
か
ら
、

女
性
に
よ
る
洲
声
の
音
程
と
装
束
の
芯

付
け
に
関
す
る
取
り
組
み
が
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
女
性
は
通
常
、
帯
を
腰
よ
り

上
の
方
に
巻
き
ま
す
の
で
腹
式
呼
吸
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
男
性
と
同
じ

よ
う
に
帯
を
腰
骨
の
上
あ
た
り
ま
で
下

げ
て
結
ん
で
、
胸
に
は
胸
元
が
開
か
な

い
よ
う
に
リ
ボ
ン
を
つ
け
る
と
い
う
工

夫
の
仕
方
の
提
案
が
女
性
ス
タ
ッ
フ
か

ら
出
て
い
る
ん
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
教
団



伊
藤
・
・
僕
は
、
女
性
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒

に
修
練
に
か
か
わ
っ
た
の
は
相
当
前
で

す
が
、
そ
れ
な
り
に
緊
張
感
が
あ
り
ま

し
た
。
女
性
ス
タ
ッ
フ
が
お
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
て
か
、
女
性
の
修
練
生
が
、

実
生
活
の
中
で
性
差
別
を
受
け
た
経
験

を
問
題
提
起
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

見
義
：
私
自
身
が
修
練
を
受
け
た
時
に
は
、

女
性
ス
タ
ッ
フ
は
一
人
も
お
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
話
の
表
現
や

導
入
の
仕
方
に
は
、
も
し
女
の
人
が
ス

タ
ッ
フ
だ
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
違
う
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
モ
ヤ
モ
ヤ
と
し
た
も

の
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

生
活
の
中
で
教
学
が
課
題
と
な
る
よ

う
な
聞
き
方
を
す
る
に
は
、
男
女
両
性

で
考
え
方
を
突
き
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
、

非
常
に
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
修

練
生
と
の
関
係
も
、
ス
タ
ッ
フ
ど
う
し

の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
じ
め

て
問
題
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し

て
い
ま
す
。

胆ｔＩ
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男
性
は
理
性
的
？

女
性
は
感
情
的
？

ｌ
女
性
が
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
男
性
に
と
っ
て
問
題
に
も
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
た
り
ま
え
と
し

て
や
っ
て
き
た
こ
と
が
、
実
は
全
く
あ

た
り
ま
え
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
は
じ
め
て
見
え
て
き
ま
す
ね
。

ｌ
奉
仕
団
と
修
練
生
が
同
朋
会
館
の
食

堂
で
一
緒
に
な
っ
た
と
き
、
奉
仕
団
の

方
か
ら
女
性
の
修
練
生
に
対
し
て
「
あ

の
女
性
は
何
を
す
る
人
た
ち
で
す
か
」

と
い
う
質
問
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
女
性
が
教
師
資
格
を
取

る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
認

知
さ
れ
て
い
な
い
状
況
も
あ
り
ま
す
ね
、

男
性
は
理
性
的
で
、
女
性
は
感
情
的
な

ど
と
い
う
捉
え
方
も
よ
く
聞
く
意
見
で

す
け
れ
ど
…
？

上
杉
：
教
師
修
練
と
い
う
場
で
は
、
生

身
と
生
身
で
ぶ
つ
か
る
か
ら
、
そ
の
ど

ち
ら
が
感
情
的
か
と
か
、
理
性
的
か
と

い
う
よ
う
な
言
葉
で
括
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
す
ね
。
あ
る
講
師
が
話
さ
れ
た

こ
と
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
親

驚
聖
人
が
比
叡
山
を
お
り
て
六
角
堂
に

こ
も
ら
れ
た
後
、
吉
水
教
団
へ
行
か
れ

た
の
は
、
法
然
上
人
と
い
う
人
を
求
め

て
行
か
れ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
こ
で

開
か
れ
て
い
る
人
間
関
係
、
つ
ま
り
御

同
朋
御
同
行
と
い
う
存
在
を
渇
望
さ
れ

て
行
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
。

や
は
り
、
誰
も
が
本
当
の
友
を
渇
望

売
一

'１》
１

に
お
い
て
も
、
論
議
さ
れ
て
い
る
場
所

が
少
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
声
明
の
学

習
会
は
盛
ん
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
ｎ
伝
と
か
相
伝
と
い
う
傾
向
に

あ
る
も
の
を
、
両
性
に
広
げ
て
い
く
方
向
、

共
有
し
て
い
く
方
向
が
、
修
練
に
お
け

る
取
り
組
み
か
ら
出
て
き
て
い
ま
す
。

男
性
だ
け
で
は
閉
鎖
性
が
見
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
修
練

が
女
性
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
随
分
変
わ

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。

教
師
修
練
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
教

団
を
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を

話
し
合
う
場
所
で
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
取
り
組
み
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
も
の
す
ご
く
大
き
な
意
味
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。



石
川
．
．
や
は
り
、
男
性
の
中
に
女
性
が

一
人
、
二
人
で
は
、
而
一
的
な
話
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
、
基
本
的
に
は
、

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
も
女
性
が
多
く
参
加

で
き
る
修
練
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
望

ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
：
そ
の
た
め
に
は
、
修
練
だ
け
で

は
な
く
、
教
団
の
状
況
全
体
が
問
題
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
教
団
が
、
今

ｌ
今
後
の
修
練
で
、
考
え
て
い
き
た
い

こ
‘
と
は
？

Ａ副lio
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に
し
て
も
、
お
寺
に
い
る
人
は
ま
だ
し
も
、

例
え
ば
、
結
嫉
し
て
寺
と
は
別
の
場
所

に
住
ん
で
い
る
と
い
う
人
た
ち
に
は
情

報
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
で
す
か
ら
ね
。

二
○
○
○
年
度
末
に
教
団
の
宗
議
会
選

挙
に
お
け
る
選
挙
権
、
被
選
挙
椎
の
拡

大
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
「
寺
に

蛍
柾
を
持
っ
て
い
な
い
者
が
選
挙
に
出

て
き
た
ら
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
よ
う

な
不
安
が
先
行
す
る
の
か
、
教
川
の
構

成
員
と
い
う
課
題
が
、
な
か
な
か
視
野

に
入
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

上
杉
．
．
「
両
性
で
形
づ
く
る
」
と
言
っ

て
い
る
教
団
の
形
、
ま
た
、
「
法
義
相
続
、

本
廟
誰
持
」
と
言
っ
て
い
る
法
義
・
本

廟
の
形
が
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
は
あ
る

わ
け
で
、
あ
る
形
を
守
ろ
う
と
す
る
者
が
、

別
の
提
起
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
い
う

構
造
は
ど
う
し
て
も
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
教
団
の
形
は
ど
う
い

う
も
の
な
の
か
、
自
分
た
ち
は
い
か
な

る
教
団
を
願
っ
て
い
る
の
か
、
な
お
か
つ
、

ど
の
よ
う
な
教
団
で
あ
る
こ
と
が
願
わ

れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
き
ち

っ
と
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

戸
ｈ

後
ど
う
男
女
両
性
で
歩
ん
で
い
け
る
か

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
。

上
杉
・
・
そ
れ
か
ら
、
修
練
に
は
男
性
も

女
性
も
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
参
加
さ
れ

る
わ
け
で
す
が
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
関

わ
っ
て
い
る
と
、
お
寺
に
帰
る
こ
と
を

前
提
と
せ
ず
、
道
を
求
め
た
い
と
い
う

思
い
だ
け
で
修
練
を
終
え
ら
れ
た
人
達
は
、

そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
を
思
い
ま
す
。
参
加
さ
れ
た
人
を

す
べ
て
大
瓢
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う

の
で
す
が
、
実
際
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩

を
経
て
修
練
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
、

彼
ら
、
彼
女
ら
は
、
こ
こ
を
出
て
ど
う

す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も

考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
い
う
真
宗
大
谷
派
教
師
の
存
在
は
、

教
団
と
し
て
は
視
座
に
入
っ
て
い
た
で

し
ょ
う
か
。
現
状
で
は
、
教
師
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
狭
い
イ
メ
ー
ジ
し

か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

見
義
：
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
得
度
し

た
人
も
す
べ
て
教
団
に
関
わ
っ
て
い
る

か
と
い
え
ば
、
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い

の
が
現
状
で
し
ょ
う
。
教
団
内
の
情
報

自
分
た
ち
は
ど
ん
な
教
団
を
願

っ
て
い
る
の
か

し
な
が
ら
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
日
常
の
中
で
は
飾
り
立
て

た
り
、
ご
ま
か
し
た
り
し
な
が
ら
の
関

係
し
か
結
べ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の

関
係
す
ら
崩
れ
て
い
て
、
気
付
い
た
ら

孤
独
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て

も
御
同
朋
御
同
行
と
表
現
さ
れ
る
よ
う

な
存
在
を
、
男
と
か
女
と
か
年
齢
と
か

を
超
え
て
み
ん
な
が
渇
望
し
て
い
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
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こ
と
が
現
実
に
は
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

上
杉
：
な
ん
で
、
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

住
職
の
立
場
保
持
で
し
ょ
う
か
。

見
義
：
男
女
両
性
で
と
い
う
こ
と
が
願

い
と
し
て
は
あ
り
な
が
ら
、
世
界
的
な

規
模
で
性
差
別
は
ず
う
っ
と
存
在
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
付
く
き
っ
か
け
は
、

差
別
を
被
っ
て
い
る
人
の
声
を
聞
く
こ

と
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
蓮

如
上
人
五
百
側
御
遠
忌
に
掲
げ
ら
れ
た

テ
ー
マ
「
差
異
（
ち
が
い
）
を
み
と
め

る
世
界
の
発
見
」
な
の
で
す
が
、
私
た

ち
の
教
団
に
は
今
ま
で
「
両
性
で
」
と

い
う
視
点
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思

う
ん
で
す
。
そ
れ
は
女
の
人
に
も
言
え

る
こ
と
で
す
が
、
今
後
は
、
今
ま
で
気

付
か
な
か
っ
た
視
点
に
気
付
く
営
み
を

し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う

こ
と
が
女
性
室
の
願
い
で
も
あ
る
の
で
す
。

正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
判

断
よ
り
も
、
ま
ず
、
違
う
意
見
を
い
ろ

ん
な
場
で
聞
き
〃
あ
い
あ
う
〃
練
習
を

一
つ
ひ
と
つ
続
け
て
や
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

思
う
の
で
す
。

だ
い
た
い
、
現
在
こ
の
教
団
を
支
え

て
い
る
の
は
、
七
十
代
、
八
十
代
と
い

う
年
齢
層
だ
と
思
い
ま
す
。
十
年
後
に

迎
え
る
で
あ
ろ
う
宗
祖
の
七
百
五
十
回

御
遠
忌
の
頃
は
、
誰
が
ど
う
い
う
形
で

こ
の
教
団
を
支
え
る
の
で
し
ょ
う
。
識

組
織
が
今
も
残
る
北
陸
の
教
区
で
、
「
宗

門
は
発
股
す
る
か
、
衰
退
す
る
か
」
と

い
う
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
が
、

「
発
展
す
る
ｍ
％
、
衰
退
す
る
印
％
、

わ
か
ら
な
い
ｍ
％
」
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

本
当
に
、
ど
こ
か
制
度
の
一
部
分
を

変
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
何
に
も
変
わ

ら
な
い
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
．
．
た
だ
、
実
際
、
「
い
か
な
る
教

団
を
願
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
っ
て
も
、

具
体
的
に
は
、
コ
カ
寺
、
一
ヵ
寺
が

ど
う
い
う
寺
で
あ
り
た
い
の
か
」
と
い

う
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
り
組
み
は

坊
守
さ
ん
や
住
職
、
門
徒
さ
ん
の
共
同

作
業
で
し
か
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

夕碕

』

孔 Ｃ
ａ

動
〃 石川正穂さん

（
つ
づ
く
）

上
杉
．
．
も
っ
と
い
え
ば
一
僧
侶
と
は
」

「
教
師
と
は
」
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち

に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
依
る

べ
き
教
え
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
人
に

遇
う
こ
と
が
で
き
た
者
と
し
て
、
身
を

置
い
た
と
こ
ろ
で
い
の
ち
を
生
き
る
上

で
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
、
何
が
な
せ

る
の
か
と
問
い
つ
づ
け
る
し
か
な
い
で

す
ね
。だ

か
ら
、
両
性
で
形
づ
く
る
と
い
っ

て
も
、
単
に
男
女
の
人
数
や
パ
ー
セ
ン

ト
と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
気
が

し
ま
す
け
ど
ね
。
教
師
修
練
も
男
女
が

お
互
い
の
存
在
を
尊
亜
し
あ
え
る
と
い

う
場
で
あ
れ
ば
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

伊
藤
：
そ
れ
は
そ
う
な
ん
で
す
が
、
そ

の
よ
う
な
問
い
の
前
に
、
教
師
修
練
が

終
わ
っ
て
、
地
元
に
帰
っ
て
、
さ
あ
、

発
言
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
そ
の
発
言

が
波
さ
れ
て
い
く
と
い
う
具
体
的
な
現

状
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
中
で
も
、

問
題
に
し
て
い
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
、

な
か
な
か
で
き
な
い
現
状
も
あ
る
か
な

と
思
う
ん
で
す
。

見
義
：
住
職
が
坊
守
に
対
し
て
、
〃
研

修
会
へ
の
出
席
な
ら
い
い
け
れ
ど
、
得

度
は
受
け
さ
せ
な
い
〃
と
い
う
よ
う
な

｜

の

洞

１

意
見
を
間
き
合
う



久
留
米
教
区
に

「
男
な
り
女
な
り
委
員
会
」

が
で
き
る
ま
で

世界女性文化会 0０１

う
ご
き

坊
守
の
問
題
を
契
機
に
派
生
し
て

GlobalForumonWomenIsCultureKyoto2OＯ１

ま
し
て
門
徒
に
い
た
っ
て

の
が
現
実
で
、
寺
に
か
か
わ
る
女
た

『 2001年９月23日、国立京都国際会館を会場に、世界女性文化会議・京都2001が開催され、

紫式部、清少納言ら多くの女性が活躍した平安時代の文化・経済を検証しながら男女共同参画

の実践につなげようという試みが約400名の参加者を集めて行われ、女性室からもスタッフが

参加した。

国連の協力団体「国際家族計画連盟」のインガー・ブリュッゲマン事務局長による基調講演

の他「表現者としての女性」「男性の意識改革」など5分科会にわかれて報告や討論があった。

「新世紀、男女共同参画をめざして」と題したパネルディスカッションでは、男女ともに生

きやすい社会の実現に向けて、政治の果たす役割、女性の課題などについて話し合われた。

衆議院議員の土井たか子さんからは「国会など意思決定の場は本来、男女同比率であるべき」

と指摘したうえで、「平和が基盤になければ人権は守られない」という提起があった。

参議院議員の小宮山洋子さんは「男の人が作った所に参加するのではなく、男女一緒に企画

する時点から関わらなければ」と述べ、「オランダでは二人で働いて1.5の収入。午後5時には

仕事を終わって一緒に夕食をとっている。女性にとっても男性にとっても人間らしく生きやす

い社会にしていかなければ」と話した。

また、東洋英和女学院大学教授の進藤久美子さんは「政治が社会構造を変える。選挙制度を

見直し、積極的措置を諸じクオーター制（一定割合を女性に）を導入すべき」と強調した。

会議の最後には、アッピール「千年の願い千年の誓い」が参加者によって採択された。

また、協賛記念行事として10月7日には、左京区にある京都造形大学の「京都芸術劇場春秋座」

を会場に、オペラ「阿国」が上演された。

出雲大社の皿女を名乗る阿国を主人公に、１６世紀から１７世紀への移行期、戦乱の後、町衆の

エネルギーが盛り上がった京都の町を舞台としたもの。ジエンダー・フリーな阿国の歌舞伎踊

りがもてはやされるなか、なお固定的なジェンダー観にとらわれていた周辺の人々との関係を

乗り越えていく男と女のかたちが表現された。

1０

『

『
女
性
問
題
準
備
委
員
会
」
が

九
九
九
年
度
、
組
織
拡
充
小
委
員

き
た
課
題
を
教
区
で
検
討
す
る
た
め
、

教
区
の

寺
に
は
男
と
女
が
存
在
す
る
に
も

の
よ
う
な
関
係
を
男
と
女
が
生
き
て

会
に

ま
せ
ん
。

き
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
問
題
を
語

り
合
う
場
や
、
組
織
が
是
非
と
も
教

設
置
さ
れ
、
話
し
合
い
が
も
た
れ
ま

し
た
。

か
か
わ
ら
ず
、
男
性
住
職
中
心
に
運

営
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
を
自
他

ち
の
声
な
き
声
が
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
れ
を
受
け
と
め
て
い
く
場
が
あ
り

は
…
。

私
た
ち
は
つ
れ
づ
ね
「
御
同
朋
御
同

行
」
と
い
い
な
が
ら
、
果
た
し
て
そ

と
も
に
疑
問
に
す
ら
感
じ
さ
せ
な
い



１地球上各地の文化の相違点をわきまえながら、相互に理解しあう努力を怠らず、異なる文化

を持つ地域間の紛争や戦争を、極力、回避しなければならない。

２それぞれ地域の文化のアイデンティティを明確化しながら、地域を越えて共有し得る価値意

識を形成しなければならない。

３そのような価値意識の柱として、平和、男女の平等、環境保全の遵守に努めねばならない。

（、

９２‘，，q,)wbme前置c》j,jｇ

＜アッピール｢千年の願い千年の誓い｣＞

－千年前、日本の首都であったこの京都において、私たちは確かに、女性による文化が花開い

たことを検証した。彼女らは、必ずしも社会的に恵まれた状況であったとは言い難いが、文学に

留まらず、労働、経済などに至る幅広い領域において、主役を演じる存在であった。このことは

世界に類を見ない。にもかかわらず、その後、女性の力が凋落したのは、平和が崩れ、武力が社

会を支配する中で、女性が意思決定機関に男性と共にのぞむ機会を持ち得なかったからである。

本日、地球上のさまざまな地域から集まった女性と男性の共同参画によって実現した、この世

界女性文化会議・京都2001に参加した者は、新しい千年紀と新世紀を迎えるに当たり、下記の

ことを心から願い、心から誓う。 桐
＝

１１

地球上に人類が出現してから、およそ五百万年になる。その長い年月に比べれば、私たちが今

迎えつつある新世紀は、ごく短い時間を指すに過ぎない。ところで、人類史上、前の世紀におけ

る人類の変化は多大であった。進化した大脳の機能の所産として、二十世紀において私たちは、

かつてないような生活の快適さ便利さと寿命の伸長を享受するようになった。一方、二十世紀と

いう時代には、かつてないような広範かつ職烈な戦争が繰り返され、人種や性別による抑圧が続

いた。不幸にも今、新世紀を迎えたばかりの人類は、そのような前者の轍を踏みかねない状況に

ある。

私たちは今後、前の千年紀の替わり目に、この太平洋の西北に横たわる列島において、平和が

続き、女性がおとしめられずに力を発揮した事実に鼓舞され、新しい千年紀の彼方に、この地球

が存続し、その上において女性と男性が人間として尊重される社会を構築するよう、国や地方自

治体及び各個人に至るまで、あらゆる方策をもって努力することを誓うものである。

2001年９月23日世界女性文化会議・京都2001

参加者一同

洞

区
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
旨
の
答
申

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

組
織
拡
充
小
委
員
会
で
は
、
二
○

○
○
年
度
「
男
な
り
女
な
り
準
備
委

員
会
」
を
設
置
し
て
、
引
き
続
き
協

議
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
準

備
委
員
会
に
お
い
て
は
、
女
性
室
公

開
講
座
の
開
催
に
協
力
し
な
が
ら
一

年
間
に
わ
た
り
方
向
性
を
模
索
し
、

協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
結
果
、
組

織
拡
充
小
委
員
会
に
答
申
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
教
区
会
・
教
区
門
徒
会

に
て
規
則
や
予
算
が
承
認
さ
れ
、
今

年
度
（
二
○
○
一
年
度
）
よ
り
「
久

留
米
教
区
男
な
り
女
な
り
委
員
会
」

が
発
足
し
ま
し
た
。

発
足
当
初
の
委
員
は
準
備
委
員
会

の
委
員
七
名
を
含
め
十
三
名
で
、
住
職
、

坊
守
、
門
徒
な
ど
様
々
な
男
性
、
女

性
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は

「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」
に

つ
い
て
の
学
習
を
予
定
し
て
お
り
、

こ
れ
か
ら
地
道
に
歩
ん
で
い
こ
う
と

し
て
い
ま
す
。

独
自
の
委
員
会
が
で
き
る
き
っ
か

け
は
、
や
は
り
寺
に
お
け
る
坊
守
の

問
題
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
準
備
委

員
会
の
人
た
ち
、
特
に
男
性
が
自
ら

の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
か
か
わ

っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
だ
と
思
い

ま
す
。
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『女性問題学習資料集3」
『女性問題学習資料集4』
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第10号でもお知らせしました『女性問題

学習資料集3』『女性問題学習資料集4』を
発刊しました。資料集3は、2000年度の女

性室公開講座において女性史研究家の加納

実紀代さんにお話しいただいた全3回の講義
を1冊にまとめました。

また、資料集4は同じく2000年度の女性

室公開講座として開催した久留米会場での

園田久子さん、宮城顎さんの講義、パネル

ディスカッションをまとめたものです。

いずれも無料で配布しておりますので、

ご希望の方は女性室までお申し込みください。
また、資料集についてのご意見ご要望も

お待ちしております。

女↓睦室ポスター､リーフレット

私たちの宗門も、その制度のあり方や教

えの内容をひとつひとつ問い返してみますと、

やはり男性中心の歴史であったといわざる
をえません。その現実のなかで、はたして
男性と女性はほんとうに出会っているとい

えるのでしょうか？「女らしさ」「男らしさ」
という「ジェンダー（本来的ではなく、社
会的・文化的につくられた固定的な役割分

担としての性の違い）」に縛られるのでは
なく、女性であれ男性であれ、かけがえの

ない一人の人間として、それぞれの個性を
生かし認めあうことこそが、御同朋として

の人間の交わりだと思います。

女性室ではこのような課題を多くの方々
と共有したいという思いから、女性室ポス
ター、リーフレットを近日中に発行する予

定です。
ポスターとリーフレ

ットの表紙を同じデザ
インとし、あわせて活

用していただければと

準備をすすめています。
「男女両性で形づくる

教団」をめざす趣旨を
宗門内外の多くの方々
にお伝えしたいと思い
ます。

わか春たことに
してないで

自紛のこと。のに．

同負飢唾でＢづく心、殖せめぎしＺ

■置宜、刀F■蛍噛■Ｅ五5■

女性室公開講座

『永田雨さん講演会＆

音楽物語｢世界中のひまわり姫へ｣』

ひ蕊雛へ
◆JR頁をひらく｢女恒避圃睡魔畳晦｣。

阻醒、唖阪みどり・宝

去る11月22日、真宗本廟視聴覚ホールにおいて女性室公開

講座「女たちと男たちの寄り合い談義パート5」を開催しま

した。

今回は「私たちのこれから」をテーマとし、『永田萌さん

講演会＆音楽物語「世界中のひまわり姫へ」.Ｉを2部に分け

て上演しました。

第１部ではピアノ演奏と朗読とスライドを同時に上演。第２

部は永田雨さんのお話をおききしました。

もともと、この「世界中のひまわり姫へ」とは、国際条約

となっている「女性差別撤廃条約」をわかりやすくより多く

の人に知ってもらうため、北九州市立女性センター“ムーブ，,

が名訳コンクールを実施し、優秀賞に選ばれた小笠原みどり

さんの作品に永田さんが挿絵を描き、絵本として出版したも

のです。それをさらに朗読（栗原景子さん）、ピアノ演奏（藤

崎由紀子さん）、画像により紹介するというのが「音楽物語」

としての始まりでした。

永田さんは、まず主人公の「ひまわり姫」をどんな女の子

にするのか、あるいは、－つひとつの場面のイメージをどん

なふうにふくらませ表現するのかが、とても難しかったこと。

そしてまた、ベトナムで出会った子どもたちの置かれている

現状や生きていくことのたくましさ。さらに、日本の子ども

たちの状況について、阪神大震災の時の子どもたちのはたら

きを例にあげながら、「どんなに小さくても、人間というも

のは、誰かの役に立つという実感や自分の存在が誰かの幸せ

のもとになるということが、大きなよろこびではないか」と

語られました。「子どもたちに手伝いをさせない社会という

のは、一方で、子どもの権利を守っているようで、実はもっ

とも大切な喜びや幸せをとりあげていることになっている」と、

今の日本の社会や家族の在りようと、未来へ伝えたいこと等、

あふれる思いをお話しくださいました。

1２
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～萌いずる魂～

石川純子

タミさんは六十五になるまで、掃除婦の仕小を続けた。辞めるとなった

とき、さて、まとまったお金が入るが、妓初に何をすべきか、しばし考
低こら

えたという。その結果、而司を建てたというのだから、なんとも不思議だ。

ところが当のタミさんは、そのわけをこんなふうにさらりと語る。

「わだし、祖母やんに、‘‘タミや、お前、小つちやいからわからないか

も知れないが、大きくなるまでに感謝の心ってもの、なんとか身につく

ものだから、この家から出るときはそれだけは覚えて出るよ。感謝の心

というのを持てば、絶対にまちがいのない生き方をするのいいからな。

感謝の心って、何よりの財産なんだよ。それさえ、胸におさえれば、お前、

裸で出たって世の中怖<ないぞ”って子守唄のように聞かされて育ったの。

退職となったとき、この歳になるまで病気一つしないで生かされてきた

と思ったら、そうだ、実家の祖母やんからいわれてきたの、おれが生き

ているうちに形にあらわさなくちゃなんねな－となって、それが洞にな

ったの。だからあれは、おれの感謝の心を形にしただけなんだよ」。

タミさんの祖･母やんとは、五十代で視力を失い、１１が全く見えないま

ま八十九まで生きた人だという。「感謝の心」とは、仏のような心とし

かいいようがないが、失明という極限の苦しみと引きかえにつかんだ祖

母やんの人生観であり、真理だったのだ。だからなんとしてでも孫に伝

えておかればと思ったのだろう。そしてその心をタミさんはしっかりと

受けついだのだ。
ｌｻんそう

木と花に囲まれたタミさんの而可は、いつ行ってもそこだけ街の喧騒か
せいひつ

ら抜け出し、静読な空間をつくっている。’三Iを閉じ手を合わせていると、

夜ごと幼いタミさんに語り聞かせたという祖母やんの声が、私にも聞こ

えてくるような気がする。

（いしかわじゅんこ・岩手県在住）

耐

可



声
[43歳の思春期］

お
寺
で
懇
親
会
付
き
の
集
ま
り
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

で
す
が
、
先
日
も
組
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、

「
片
づ
け
な
い
で
す
み
ま
せ
ん
ね
え
。
飲
み
会
の

後
片
づ
け
が
大
変
だ
か
ら
会
場
を
受
け
な
い
っ
て

い
う
坊
守
さ
ん
も
い
ま
す
か
ら
ね
」
な
ん
て
言
わ

れ
て
、
や
っ
ぱ
り
男
の
人
は
、
お
茶
出
し
や
片
づ

け
を
機
嫌
よ
く
こ
な
す
坊
守
さ
ん
を
求
め
て
い
る

の
か
し
ら
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
準
備
と
後
片
づ
け
専
門
の
坊
守
さ
ん
じ
ゃ
な

く
て
、
組
会
の
構
成
員
と
し
て
、
企
画
、
運
営
に

主
体
的
に
関
わ
り
た
い
の
で
す
が
、
実
現
に
は
ま

だ
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。
坊
守
の
条
例
の
改

正
で
も
結
局
何
も
変
わ
ら
な
い
の
か
と
が
っ
か
り

し
ま
し
た
。

で
も
今
の
時
点
で
坊
守
が
規
約
上
ど
う
規
定
さ
れ

よ
う
と
、
寺
に
い
て
、
真
宗
の
教
え
を
聞
く
私
に

と
っ
て
の
課
題
は
、
真
宗
の
門
徒
に
な
る
こ
と
、

そ
し
て
門
徒
の
生
活
を
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

家
の
中
に
あ
っ
て
は
、
夫
と
子
ど
も
と
義
父
と
で

御
同
朋
の
関
係
を
生
き
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
円
満
な
家
庭
生
活
を
目
ざ
す
も
の
で
も
、
私
が

良
妻
賢
母
に
な
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
家
の

中
で
考
え
方
の
衝
突
が
あ
っ
た
り
、
事
件
が
起
き

た
り
し
て
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
す
る
の
は
当
然
で
す
。

そ
の
時
に
自
分
を
正
当
化
し
た
り
、
開
き
直
っ
た

り
せ
ず
に
、
凡
夫
と
い
う
着
地
点
に
立
ち
帰
れ
る

か
ど
う
か
が
同
朋
の
関
係
を
開
く
か
ぎ
だ
と
思
い

ま
す
。で

き
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
役
に
立
つ
と
か

立
た
な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
で
、
他
人

を
評
価
す
る
私
の
あ
り
さ
ま
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
時
、

「
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。
浄
土
を
立
脚
地
と

『

し
て
生
き
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
声

が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
そ
の
時
、
”
バ
ラ
バ
ラ
で
い

っ
し
ょ
“
の
御
同
朋
の
世
界
が
ち
ょ
っ
と
感
じ
ら

れ
る
気
が
し
ま
す
。

私
が
家
族
を
御
同
朋
と
し
て
尊
敬
で
き
る
な
ら
ば
、

そ
し
て
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
「
門
徒
」
と
い
う
の

な
ら
、
思
想
信
条
の
違
う
世
の
中
の
人
と
も
、
対

立
と
い
う
形
で
な
く
人
と
人
と
し
て
、
出
会
っ
て

ゆ
け
る
は
ず
だ
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

今
の
時
代
、
地
球
環
境
の
こ
と
、
原
発
の
こ
と
、

差
別
や
戦
争
の
こ
と
も
、
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
い
け
な
い
、

何
と
か
し
な
く
ち
や
と
思
う
こ
と
ば
か
り
で
す
。

ま
し
て
や
門
徒
と
し
て
浄
土
を
願
い
浄
土
を
生
き

る
っ
て
こ
と
は
、
自
分
ひ
と
り
わ
か
っ
た
よ
う
な

顔
を
し
て
社
会
を
冷
や
か
に
な
が
め
て
い
る
こ
と

と
は
違
う
は
ず
。
「
門
徒
な
ら
声
を
上
げ
よ
う
。

行
動
を
起
こ
そ
う
」
と
声
を
か
け
て
み
ま
し
た
が
、

共
感
し
て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

な
ら
と
、
寺
と
関
係
の
な
い
人
の
集
ま
り
で
、
門

徒
だ
、
真
宗
だ
と
言
い
出
す
と
、
と
た
ん
に
壁
が

で
き
ま
し
た
。

私
が
門
徒
に
な
る
こ
と
は
、
た
と
え
国
や
民
族
や

思
想
信
条
が
違
っ
て
も
、
違
い
の
ま
ま
に
一
緒
に

生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
は
ず
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

孤
立
し
て
し
ま
う
私
は
門
徒
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

ど
こ
で
間
違
っ
た
の
か
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
「
門

徒
と
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
他
の
人
を
ま
と
め
た
り
、

自
分
と
他
の
人
を
区
別
す
る
た
め
に
使
う
こ
と
が

間
違
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
「
門
徒
と

し
て
生
き
て
い
る
の
か
」
と
あ
く
ま
で
も
自
分
に

向
か
っ
て
言
う
言
葉
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

門
徒
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

私
が
浄
土
を
願
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
常

1４

『

に
浄
土
に
背
い
て
い
る
私
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
。
そ
し
て
背
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
浄
土
と

い
う
本
来
の
い
の
ち
の
世
界
に
か
な
う
よ
う
な
生

き
方
を
し
よ
う
と
い
う
あ
ゆ
み
が
は
じ
ま
る
。
で

も
そ
の
あ
ゆ
み
は
、
微
慢
に
な
っ
た
り
、
排
他
的

に
な
っ
た
り
、
あ
っ
ち
こ
つ
ち
に
ぶ
つ
か
る
。
そ

こ
で
ま
た
「
お
ま
え
は
真
宗
の
門
徒
と
い
え
る
の
か
」

と
問
わ
れ
、
「
足
を
つ
け
る
と
こ
ろ
は
こ
っ
ち
だ
ぞ
」

と
ひ
っ
ぱ
り
返
さ
れ
て
、
ま
た
あ
ゆ
み
は
じ
め
る
。

で
も
ま
た
道
か
ら
そ
れ
て
し
ま
う
の
だ
け
ど
、
ひ

っ
ぱ
り
返
し
て
く
れ
る
人
に
会
い
、
戻
れ
る
道
が

あ
る
こ
と
が
な
に
よ
り
う
れ
し
い
。

そ
う
思
っ
て
ま
わ
り
を
見
れ
ば
、
社
会
の
困
難
な

問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
こ
そ
宗
教
や
民
族
の
違
い

に
か
か
わ
り
な
く
、
地
道
に
取
り
組
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
す
ば
ら
し
い
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
私

は
そ
の
人
た
ち
に
、
た
だ
た
だ
教
え
て
も
ら
う
ば

か
り
な
の
で
し
た
。

私
が
真
宗
の
門
徒
と
し
て
生
き
て
い
く
つ
て
こ
と
は
、

私
の
思
い
で
暴
走
し
て
は
、
ひ
っ
ぱ
り
返
し
て
く

れ
る
人
と
会
い
、
そ
の
人
を
御
同
朋
と
し
て
見
出

し
て
い
く
こ
と
の
よ
う
で
す
。

と
、
こ
こ
ま
で
書
い
た
文
章
を
、
中
学
三
年
の
娘

が
読
ん
で
一
言
、
「
お
母
さ
ん
、
思
春
期
み
た
い

だ
ね
」
、
思
わ
ず
大
爆
笑
で
す
。
と
っ
て
も
ほ
め

て
く
れ
た
言
葉
な
の
だ
そ
う
で
す
。
で
も
私
の
思

考
の
拙
さ
も
十
分
指
摘
し
て
い
て
、
恥
ず
か
し
く

て
複
雑
な
心
境
で
す
。

で
も
い
つ
ま
で
も
未
熟
で
あ
れ
と
い
う
言
葉
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
今
の
私
に
は
、
ぴ
っ
た
り
の
よ
う

な
気
も
し
て
い
ま
す
。

（
山
形
教
区
本
多
元
子
）

一 ー一－－



｢まつを蝿百歳を生きる力Ｉ

『大切なきみ」
マックス･ルケード著いのちのことば社フォレストブックス1,600円(税別）

木彫りのウェミックたちのお話。エリという名の木工職人が彫った、一人ひとり姿の違う

ウェミックたちが、それぞれの思いで互いにシールをくっつけ合う。兄ぱえのいいもの、才

能のあるものには金色シール。何をやってもだめなものには、ねずみ色のシール。たくさん

ねずみ色のシールを貼られてしまうパンチネロが主人公の絵本です。

､
|iそのままのきみがすき」

マックス･ルケード著いのちのことば社フォレストブックス1,600円(税別）

ルケードの絵本、第２弾。とある国の小さな村に住んでいる、親のいない５人兄弟がくり

ひろげるそれぞれの生き方。養子を望んだ王さまがもとめていたものは…。

愛されるのに盗格はいらない。頑張りやさんにちょっと一呼吸、といったお話です。

1５
お{王ほ

本の紹介

石川純子著草思社1,900円(税別）

まつを蝋はペスタロッチにあこがれ、貧しい農村の子供を救いたいという希望から人生を

スタートし、理想農村の建設を説く青年と結ばれるが、待ち受けていたのは艇家の嫁づとめ

という地獄だった。その体験は蝋を一農婦として大地に根付かせ、農村女性の地位の向上と

生活改善運動に生涯を捧げることになった。著者である聞き手の石川純子は、蝋の実生活に

蕊打ちされた東北の農婦が持つ豊かな人間性－粘り強い精神、地についたものの考え方、土

の香りのするユーモア溢れる感性一にぐんぐん引きつけられ、蝋の話を聞きに23年間通いつ

づけた。柔らかい勝手弁で東北の農婦の魂の伸びやかさ、やさしさが兄那に捉えられている。

『
』

１９５８年岐阜市生まれ。１９８２年東京芸術大学を卒業。その年、立体感のあ

るダンボールを用いた作品で第３回日本グラフィック展大賞を受賞し注目される。

今年のサッカーワールドカップの公式ポスターを制作するなど、日本のアー

トシーンを代表するアーティストとして、幅広い形態の作品を通して、常に時

代と交信しながら進化し続ける表現世界を展開している。

現在、ｌ｢日比野克彦展一ある時代の資料としての作品たち一」が開催されて

おり、神戸市六甲アイランドの神戸ファッション美術館（終了）、新津市美術

館（４月１９日～６月３０日）、徳山市美術館（７月１２日～９月１６日）、目黒区

美術館（９月28日から１月１５日）、宮崎県立美術館（１１月２３日～１２月２３日）

を巡回予定。

表紙の絵｢未曾有のずれ」

アーティスト:日比野克彦さん
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『あいあう』とは…

この広報誌の名前である「あいあう』は、親縄聖人によって書かれたi教行信証.！（顕浄土真実教行証文類）「行巻」
え 鰯

の「今みなまた会して、これ共にあい値えるなり」【真宗聖典159頁】という言葉から名づけられました。

「遭遇うこと難し」とか「遇いがたくして今遇うことを得たり」という言葉もありますが、いずれにしましても出

遇いのよろこびが表わされているのでしょう。

日々の生活にあって、わたしたちが“生きる”ということを考えたとき、それは、いろいろな人と声をかけあって

こそ“生きる”ということがなりたっているといっても過言ではありません。しかし、時にその声が届かなかったり、

行き違ったり、そのためにいろいろな出会いをしていながら、まわりの人を見失っているのではないでしょうか。

いま、その出会いそのものに出遇いなおすことによって、自然に向きあうことのできるつながりを回復していきたい。

『あいあう』という言葉にはそんな願いがこめられています。

あい、あう、女性室では活動を通してさまざまな出遇いを積み重ねていきたいと患います。

７月１日

７月７日

９月２３Ｅ

１０月１８日

１２月１０日

１２月１１日

１２月１８日

１２月２１日

女性室活動報告

＜スタッフ派遣＞

北九州市立女性センタームーブ主催｢ムーブフェスタ｣参加

高槻市･(財)高槻市文化振興事業団主催｢女と男のつどい｣参加

日本ジエンダー学会主催｢世界女性文化会議一京都2001-｣参加

日豊教区教化委員会主催｢女性室との交流学習会｣参加

｢真宗大谷派における女性差別を考えるおんなたちの会｣との懇談会参加
京都教区山城地区教化委員会主催｢坊守制度研修会｣参加

三重教区中勢1組主催｢坊守制度を考える集い｣参加
仙台教区教化委員会主催公開講座参加

く2001年度女性室公開講座女たちと男たちの寄り合い談義パート5＞

テーマ:私たちのこれから

１１月22日京都会場第１回

永田雨さん講演会＆音楽物語｢世界中のひまわり姫へ」

会場:真宗本廟視聴覚ホール

１月２９日京都会場第２回

講師:森崎和江さん(作家）宗正元さん(日豊教区阿弥陀寺住職）
会場:大谷婦人会館

編集後記

今号の表紙はアーティスト日比野克彦さんの作品「未曾有のずれ」（1996年）です。◆ずれ。人間関係にもよく使われ

る言葉ですが、あまり良いイメージを持って受けとめられる言葉ではありません。もともと、私と私以外のひととの間には、

物事の考え方や受けとめ方などいろいろな面で“ずれ”があるのに、例えば、人間関係を保つためには、その“ずれ”を

埋めようとしたり、結果、直面してくる“ずれ”の現実に悩んだりもします。◆日比野さんは「美というのは、ズレ・ス

キマをとらえることなんですよ。ズレていること、人と違うこと…それが人間の人間たる部分です。みんなが違う意見や

感情を持って、コミュニケーションしながら生きていく。それが美の一番基本的なところなのに、失われつつある。（中略）

空気がなければ人間は死んでしまうのと同じように、「美がなければ人間は滅亡するぞ」。そのくらいの強烈な言い方を、

美にかかわるクリエーターたちすべてが言っていかなくてはならないと思う。僕が展覧会をしたり、大学で教えるのも、

それが言いたいためなんです。美というものを武器として、社会の中で貢献していく。それが僕の仕事だと思っているん

です。」とコメントされています。◆“未曾有のずれ”という言葉は、「男女両性で形づくる教団」を目指している私た

ち女性室のあゆみにも課題を示してくれている気がします。最近、特にいろいろなことを話し合って決めていくという時、

－人ひとり“ずれ”ているんだという認識、大切だな思います。◇今回第１１号より紙面を刷新しました。原稿や声をお寄

せいただいた方々をせかしながら、当初の予定を大幅に遅れての発行となってしまいましたことをお詫び申しあげます。（薦）
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お知らせ

本誌第１０号に誤りがありました。

お詫びして訂正いたします。

Ｐ１３左段３行目
誤「井本麟之」→正「井元麟之」


