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女と男は､助け合うから美しい
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時
間
が
あ
る
と
時
代
小
説
ば
っ
か
り
読
ん
で
い

る
。
山
本
周
五
郎
に
始
ま
っ
て
、
司
馬
遼
太
郎
、
松

本
清
張
、
隆
慶
一
郎
、
岡
本
締
堂
、
藤
沢
周
平
、
・
・
・

と
読
破
し
て
き
て
、
い
ま
は
山
田
風
太
郎
に
夢
中
。

先
日
森
ま
ゆ
み
さ
ん
が
山
田
サ
ン
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
い
る
「
風
々
院
風
々
風
々
居
士
」
（
ち
く
ま
文
庫
）

と
い
う
本
を
読
ん
だ
。

そ
の
中
で
、
あ
の
歳
で
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
の
仕
事

ぶ
り
が
凄
い
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
て
、

「
男
で
僕
よ
り
現
役
の
作
家
な
ん
て
ま
ず
い
な
い
ん

だ
か
ら
」
と
山
田
サ
ン
は
言
う
。
そ
し
て
「
ど
う
し

て
男
の
方
が
弱
い
ん
で
し
ょ
う
」
と
聞
か
れ
て
、
「
男

は
傷
つ
く
け
ど
女
は
忘
れ
る
か
ら
ね
。
男
は
奥
さ
ん

に
死
な
れ
て
三
年
経
つ
と
死
ん
じ
ゃ
う
け
ど
、
旦
那

が
死
ん
だ
奥
さ
ん
と
い
う
の
は
元
気
で
ま
す
ま
す

（
笑
）
」
、
「
う
ん
、
女
は
エ
ラ
い
。
鹿
鳴
館
時
代
か
ら

ず
っ
と
女
の
方
が
エ
ラ
い
」
と
。

と
男
は

助
け
合
う
か
ら
美
し
い

ま
、

こ
の
「
女
は
エ
ラ
い
」
の
エ
ラ
い
は
、
男
よ
り
女

の
方
が
人
間
的
に
上
だ
、
上
等
だ
と
い
う
意
味
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
弱
さ
を
女
に
支
え
て
も
ら
っ
て

い
る
の
に
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
、
気
づ
こ
う
と
も

し
な
い
男
た
ち
。
そ
う
い
う
男
た
ち
の
ア
ホ
の
分
量

だ
け
、
女
は
エ
ラ
い
な
ぁ
・
・
・
と
い
う
話
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
の
ね
。

傷
つ
く
男
に
、
忘
れ
る
女
か
。
確
か
に
そ
う
だ
。

「
自
分
は
あ
い
つ
の
初
め
て
の
男
だ
っ
た
ん
だ
。
：
」

と
い
う
得
意
満
面
は
、
「
あ
ら
、
そ
う
だ
っ
た
？
」

と
い
う
女
の
ひ
と
言
で
打
ち
砕
か
れ
る
。
多
く
の
女

は
こ
の
今
好
き
な
男
の
こ
と
し
か
関
心
が
な
い
。

「
野
菊
の
ご
と
き
君
な
り
き
」
と
い
う
よ
う
な
感
傷

は
、
「
傷
つ
く
男
」
の
専
売
特
許
。

思
え
ば
元
来
女
性
に
属
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て

き
た
気
質
っ
て
、
案
外
男
性
が
持
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
が
す
る
。

『

「
繊
細
」
で
、
「
ち
み
つ
」
で
、
「
小
心
」
で
、
一
つ

の
こ
と
に
こ
だ
わ
り
が
ち
な
男
た
ち
。
そ
れ
だ
か
ら

コ
レ
ク
タ
ー
や
「
オ
タ
ク
」
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
男
な

の
よ
と
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
で
い
る
私
。
で
も
待

て
よ
。
こ
れ
に
は
男
の
子
と
女
の
子
の
、
育
て
ら
れ

方
の
違
い
も
関
係
し
て
い
る
ぞ
。

男
の
子
は
机
に
向
か
っ
て
長
時
間
ゴ
ニ
ョ
ゴ
ニ
ョ

や
っ
て
て
も
何
も
言
わ
れ
な
い
が
、
女
の
子
は
す
ぐ

に
「
ち
ょ
っ
と
八
百
屋
に
行
っ
て
来
て
」
と
か
用
事

を
言
い
つ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
細
切
れ
の
時
間
し
か

与
え
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
ね
。
コ
レ
ク
タ
ー
も
オ
タ

ク
も
男
性
ば
か
り
の
裏
に
は
、
そ
う
い
っ
た
社
会
的
、

歴
史
的
な
理
由
も
あ
り
そ
う
。

女
は
女
へ
と
作
ら
れ
る
。
男
も
そ
う
だ
。
と
い
っ

て
も
、
実
際
は
男
女
差
よ
り
個
人
差
の
方
が
大
き
い

か
も
。
繊
細
で
、
傷
つ
き
や
す
い
女
性
だ
っ
て
い
る

し
ね
。
だ
か
ら
男
だ
か
ら
と
か
女
だ
か
ら
と
考
え
る

寄 稿 ０ ２
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中
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な
か
み
つ



の
は
間
違
い
の
元
だ
と
思
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
一
方
で
、
「
男
っ
て
ど
う

し
て
そ
う
な
の
」
と
か
「
男
だ
ね
え
」
と
、
他
の
女

た
ち
と
ニ
ガ
笑
い
す
る
私
が
い
る
。
た
と
え
時
た
ま

で
も
、
そ
う
い
う
私
が
い
る
わ
け
よ
。

こ
れ
は
そ
う
い
う
時
た
ま
の
実
感
に
即
し
て
の
話

だ
が
、
さ
っ
き
と
は
反
対
に
男
性
的
な
気
質
と
思
わ

れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
女
性
が
持
っ
て
い
る
と
い

う
も
の
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
決
断
力
」
。

「
そ
ん
な
に
や
り
た
い
の
な
ら
、
会
社
辞
め
た
ら
。

私
も
働
く
か
ら
、
な
ん
と
か
な
る
わ
よ
」
と
蹄
蹄
し

て
い
る
夫
の
背
中
を
押
す
の
は
、
た
い
て
い
そ
の
女

房
。
何
の
保
険
に
入
る
か
、
子
供
を
ど
こ
の
学
校
に

進
喰
さ
せ
る
か
、
い
つ
家
を
建
て
位
す
か
と
い
っ
た

こ
と
を
決
断
す
る
の
も
そ
う
。

俺
は
仕
事
で
忙
し
い
、
家
の
こ
と
は
妻
に
任
せ
て

る
：
．
と
男
た
ち
は
言
う
。
ホ
ン
ト
に
そ
う
な
の
？

愛
人
と
妾
の
、
ど
ち
ら
と
も
別
れ
ら
れ
な
い
と
い
う

男
た
ち
の
優
柔
不
断
は
よ
く
聞
く
話
で
。
離
幡
を
決

意
す
る
の
も
、
た
い
て
い
女
性
よ
。

「
決
断
力
」
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
「
度
胸
」
、
「
大
肌
」
、
「
頑

張
り
」
、
「
大
ま
か
」
と
い
っ
た
気
賀
も
実
は
女
性
が

持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
な
．
・
・
・

そ
ん
な
気
が
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

す
べ
て
の
生
き
も
の
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
大
切

な
こ
と
は
子
孫
を
残
す
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
雌

だ
け
で
単
性
生
殖
す
る
よ
り
、
突
然
変
異
で
生
じ
た

一身

弓

■圏．一

う。ロフイール

鮎u－田中美津（たなかみつ）

東京生まれ。生来虚弱なのに７０年代のリブ運動

で頑張って心身ヨレヨレに。

その後メキシコで生活するうちに「人はからだだ」

と悟り、帰国後誠灸師となって治療院｢れらはるせ」

を開く。

以来２６年間にわたって治療に専念。そのなかで再

び「体は心で、心は体だ」と気づいて、朝日カル

チャーセンターで「イメージトレーニング」を教え、

また執筆にいそしむ日々。

著書／『いのちの女たちへ－とり乱しウーマン・

リブ論』『美津と千鶴子のこんとんとんからり』（上

野千鶴子氏との対談集）『自分で治す冷え症』『か

けがえのない、大したことのない私』等。
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特集 スーヒ
一

舌

真宗寺院、そして宗門において

／果たすべき使命は、いつの時代も「仏法

／の相続｣です｡釈尊がひらかれ､宗祖親賛聖、
／人が確かめていかれた仏法が､これまでどのように
／受け継がれ､いまどうであり、これからどうあるべきか、

常に確かめていきたいものです。

｜さて、今回の特集は、現代まで仏教の女性観として
Ｉ語られてきた｢五障三従｣に着目し､それが私たちを

！とりまく意識や､家庭観様々な制度にどのよう‘
、に関わり､いまどう…これから何をも／
、たらそうとしているのか､皆さんと考,

えてみたいと思います。／
へ、 一

～

問う

r、

壬

１
１

～なにが受け継がれてきたのか、

なにを受け継いでいくのか～

五
障
三
従
［
こ
し
よ
う
さ
４
癖
し
よ
う
」

／ 一

特集０４

五
障
三
従
、
八
陣
一
一
・
従
、
使
い
や
す
く
隅
え
や
す

い
四
文
字
熟
糾
。
四
文
字
熟
語
っ
て
字
の
意
味
は
よ

く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
使
わ
れ
る
唯
活
の
場
而
で
身

を
通
し
て
そ
の
意
味
が
伝
え
ら
れ
て
行
く
。
漢
字
に

含
ま
れ
た
惰
服
は
膨
大
で
、
そ
れ
を
川
つ
の
文
字
に

凝
縮
し
て
い
る
か
ら
、
何
か
お
も
ｌ
い
、
ワ
ケ
の
分

か
ら
な
－
い
力
が
あ
る
。

五
障
三
従
。
さ
す
が
今
に
至
っ
て
は
、
ひ
ろ
く
使

わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
で
も
そ
っ
と
消
え
れ

ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
今
こ
そ
、
そ
の
需

葉
で
何
が
行
わ
れ
た
の
か
、
ち
ゃ
ん
と
検
証
す
る

チ
ャ
ン
ス
な
の
だ
。
過
去
を
知
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

今
に
何
が
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
…
．
。

こ
の
言
葉
は
弧
障
で
三
従
、
派
障
だ
か
ら
三
従
、

五
障
だ
か
ら
三
従
す
べ
し
っ
て
働
い
て
き
た
。
違
う

か
い
？
正
し
く
は
ど
う
か
知
ら
な
い
。
で
も
昔
か
ら

私
み
た
い
な
ふ
つ
う
の
「
お
な
ご
」
に
ど
う
働
く
か

が
そ
の
言
葉
の
Ⅱ
的
な
ん
だ
。
少
な
く
と
も
私
に
は

そ
う
届
い
て
る
。

尺

五
障
と
は
五
つ
の
さ
わ
り
。

ぼ
ん
て
ん
お
う
た
い
し
ゃ
く
て
ん

て
ん
リ
ん
じ
よ
う
お
う

女
性
は
、
純
天
王
、
帝
釈
天
、
魔
王
、
転
輪
聖
王
、
仏
に
な
れ
な
い
さ
わ
り
が

あ
る
と
す
る
（
法
華
経
）
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
に
は
男
女
の
差
別
は
い
わ
ず
、
第
三
十
五
願
に

は
転
女
成
男
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
親
鴬
聖
人
の
高
僧
和
讃
に
も
、
「
弥
陀
の
名
願

に
よ
ら
ざ
れ
ば
百
千
万
劫
す
ぐ
れ
ど
も
い
つ
つ
の
さ
わ
り
は
な
れ
ね
ば
女

身
を
い
か
で
か
転
ず
べ
き
」
と
あ
る
。

三
従
と
は
、
女
性
は
家
で
は
父
母
に
従
い
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
い
、
夫
の
死
後

は
子
に
従
う
と
い
う
こ
と
。
『
女
人
往
生
間
害
』
（
存
覚
撰
）
に
は
「
う
ち
に
五
障

あ
り
、
ほ
か
に
三
従
あ
り
…
万
事
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
ず
一
生
ひ
と
に
し
た
が
ふ
よ

し
み
え
た
り
」
と
あ
る
。

－－一

五
障
三
従
は
順
番
が
ち
が
う

山陽教区光園寺坊守

後藤由美子こ，,１，みこ

r、



午
後
一
時
、
そ
ろ
そ
ろ
お
迎
え
の
時
間
．
二
○
年

ほ
ど
前
か
ら
始
め
た
同
川
会
も
今
で
は
す
っ
か
り
商

齢
化
し
、
私
た
ち
の
迎
え
を
待
つ
人
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
数
年
前
、
義
部
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
川
す

る
よ
う
に
な
っ
て
、
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
心
身

と
も
に
緊
張
感
を
取
り
灰
し
た
よ
う
に
、
Ｍ
川
会
が

地
域
の
人
た
ち
の
新
た
な
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
場
に

な
っ
た
ら
い
い
な
～
、
そ
ん
な
思
い
で
「
送
迎
つ
き

何
朋
会
」
を
続
け
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
、
親
を
看
て
、

夫
も
行
送
り
、
老
い
の
た
だ
中
を
唯
き
て
い
る
女
性

た
ち
が
中
心
で
す
。

「
お
父
ち
ゃ
ん
が
生
き
て
い
て
一
緒
に
お
寺
通
い

が
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
け
ど
、
生
き
て
い
た
ら
無
恥

だ
っ
た
な
」
。
笑
い
な
が
ら
言
う
こ
の
言
葉
に
、
「
三

従
」
を
生
き
た
女
性
の
現
実
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て

ひ
き
こ
も
ご
も

き
ま
す
。
悲
喜
交
々
の
巾
で
、
女
と
し
て
の
役
荊
を

上

そ
れ
で
知
っ
て
驚
い
た
。
五
陣
一
二
従
に
ま
つ
わ
る

い
ろ
ん
な
こ
と
。
知
っ
て
い
ろ
い
ろ
考
え
た
。
う

ん
！
こ
れ
は
一
一
従
丘
障
で
は
な
い
か
。
三
従
で
允

障
、
二
従
だ
か
ら
五
陣
、
三
従
で
あ
る
が
ゆ
え
に
五

障
。
三
従
五
障
。
こ
う
言
う
時
そ
れ
は
単
に
女
人
の

慨
か
れ
た
状
況
を
表
し
た
言
葉
に
な
る
。
父
、
夫
，

子
に
従
う
も
の
。
と
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
、

傍
生
と
し
て
生
を
送
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
ん
な

「
王
」
に
は
な
れ
な
い
。
特
に
、
ｎ
ら
を
灯
火
と
し

て
法
を
説
く
よ
う
な
「
仏
」
に
は
「
な
れ
な
い
」
。

そ
れ
は
た
だ
の
あ
た
り
ま
え
。

三
従
江
障
。
そ
う
言
い
か
え
る
べ
き
な
ん
じ
ゃ
な

い
の
か
な
？
女
人
は
「
八
障
三
従
と
て
、
お
と
こ
に

ま
さ
り
て
ふ
か
き
つ
み
の
あ
る
な
り
」
な
ん
て

ち
ょ
っ
と
な
～
。
だ
い
た
い
江
陣
の
根
拠
が
ど
こ
に

あ
る
と
一
・
菖
川
う
の
だ
ろ
う
。
仙
の
女
人
た
ち
が
な
る
ほ

ど
そ
れ
で
…
と
納
得
す
る
答
え
、
誰
か
知
っ
て
た

ら
教
え
て
ほ
し
い
。

で
も
三
従
の
「
根
拠
」
は
私
に
も
分
か
る
。
誰
で

も
心
門
た
り
の
あ
る
こ
と
だ
。
力
の
強
い
も
の
と
弱

い
も
の
の
問
に
働
く
主
従
関
係
、
世
俗
的
論
理
。
つ

ま
り
暴
力
。
差
別
は
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
。
支
配
の

構
造
、
人
川
の
半
分
に
対
す
る
徹
底
し
た
抑
圧
だ
。

人
間
ど
こ
に
も
出
口
な
く
従
わ
さ
れ
れ
ば
、
女
だ
ろ

う
が
男
だ
ろ
う
が
不
平
不
満
、
愚
痴
怒
り
、
ね
た
み

そ
ね
み
…
そ
れ
は
そ
の
場
所
を
生
き
る
た
め
の
ど

う
し
よ
う
も
な
い
凡
夫
の
営
み
な
の
だ
。
ほ
ん
と
、

い
し
、
か
わ
ら
、
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な

り
。
い
ま
も
な
お
、
三
従
五
陣
の
女
人
た
ち
よ
！
■

『
４

三重教区泉穏寺衆徒

尾畑潤子封１，ノ

い
つ
で
も
こ
こ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
！

五障三従を問う

※寺l室娼人…他宗における住識の建偶者。

ー･

』

十
二
分
に
生
き
て
き
た
日
々
。
し
か
し
、
い
ま
こ
う

し
た
生
き
方
に
全
而
肯
定
で
き
な
い
も
の
が
、
聞
法

の
場
に
老
い
の
身
を
運
ば
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
老
い
て
も
な
お
捲
い
て
い
る
自
分
白

身
を
生
き
た
い
と
い
う
欲
求
。
自
分
の
人
生
を
、
道

を
求
め
る
仲
間
と
共
に
生
き
き
り
た
い
。
そ
ん
な
願

い
に
雄
き
る
人
た
ち
に
、
尖
は
「
Ｍ
肌
会
」
が
支
え

ら
れ
、
私
も
力
を
与
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
い
つ
で

も
こ
こ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
よ
！
そ
の
エ
ー
ル
に
、

私
は
か
ろ
う
じ
て
、
私
の
坊
守
間
胆
を
継
続
す
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

先
Ⅱ
、
あ
る
仏
教
系
の
新
聞
の
社
説
に
、
「
今
Ⅱ

の
Ⅱ
本
で
は
氷
派
を
問
わ
ず
住
職
の
肌
襲
が
辿
例

に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
女
性
の
役
割
が
大
な
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（
略
）
「
男
女
共
同
参
画
」
と

い
う
な
ら
、
ま
さ
し
く
ザ
庭
姉
人
豊
と
住
臓
と
の

共
岡
作
業
が
こ
こ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま

し
た
。
寺
の
「
男
女
共
同
参
両
」
は
「
子
づ
く
り
」

と
も
受
け
取
れ
る
苑
・
一
両
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
発

言
を
一
笑
に
付
せ
な
い
も
の
が
現
在
の
坊
守
の
位

置
付
け
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
住
職
の
配

偶
帝
を
坊
守
と
す
る
限
り
、
坊
守
に
な
る
こ
と
も
、

坊
守
を
や
め
る
こ
と
も
、
洲
聯
荷
で
あ
る
坊
守
に

選
択
肢
は
な
く
「
住
職
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
「
従
」
を
規
定
さ
れ
て
い
る
坊
守
の
問
題

が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
な
ぜ
今
ま
で
も
、
そ
し
て
今
も
、
「
住

職
の
配
偶
者
」
と
い
う
文
言
が
、
坊
守
の
「
上
」
に

亜
し
の
よ
う
に
乗
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
つ

０５特 集



人
が
願
っ
た
の
は
男
女
平
等
で
あ
っ
て
も
、
い
つ

ま
に
か
そ
の
願
い
を
押
し
演
し
て
い
く
「
身
」
の

胆
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

真
宗
で
教
え
ら
れ
て
き
た
「
身
の
事
実
」
と
い
う

よ
’
・
」
、
そ
の
声
の
中
に
身
を
置
き
続
け
て
い
き
た

日
匪
ま
で
、
「
い
つ
で
、
も
こ
こ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ

ＡｉｌｔＣ

の
日
か
「
坊
守
は
」
か
ら
始
ま
る
条
例
に
な
る
そ
の

五障三従を問う

女
の
仕
螺
Ｌ

い
と
思
い
ま
す
。
”

商
村
光
太
郎
は
Ⅱ
本
の
近
代
に
活

奥羽教区蓮心寺住職

本間義!'兇ぼんまぎえつ

幻
想
だ
と
気
づ

け

わ
た
っ
て
男
性
に
従
属
さ
せ
る
思
想
、
と
私
は
了
解

し
て
い
る
。
以
前
、
あ
る
男
性
住
職
が
、
『
今
ど
き
，
五

障
三
従
の
女
人
“
な
ん
て
言
っ
て
た
ら
、
女
か
ら
怒

ら
れ
る
よ
な
ぁ
」
と
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
思
っ

た
・
怒
ら
れ
な
い
よ
う
に
口
を
つ
ぐ
む
の
で
は
な
く
、

女
性
に
「
五
障
三
従
」
を
強
い
て
い
る
立
場
か
ら
「
降

り
る
」
こ
と
だ
と
。
そ
う
考
え
た
の
は
、
駒
尺
喜
美

さ
ん
の
著
普
『
尚
付
光
太
郎
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
。
駒
尺
さ
ん
は
法
政
大
学
で
女
性
解
放

の
視
点
か
ら
近
代
文
学
を
講
じ
て
い
た
人
で
あ
る
。

や
中
枢
か
ら
締
め
出
し
、
「
三
従
」
は
女
性
を
生
涯
に
Ⅲ

「
五
陣
」
は
女
性
を
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
ト
ッ
プ
の

わ
が
身
に
出
あ
う

い
且

て

frへ

いの

諦 う
厳
し
い
結
末
を
迎
え
な
け

根
は
差
別
丸
出
し
だ
」
と
指
摘
さ
れ
教
え
ら
れ
て
、

人
が
上
下
や
主
従
に
な
っ
て
い
る
あ
り
方
か
ら
降

り
つ
づ
け
る
こ
と
だ
、
と
思
う
。
■

ま あ を
尊
重
し
あ
う
同
志
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
。

別
役
割
分
担
に
縛
ら
れ
ず
に
、

家
で
あ
り
詩
人
だ
。

か
ら
、
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と

を
す
る
こ
と
は
大
蛎
だ
が
、
そ
れ
く
ら
い
で
は
容
易

が
染
み
込
ん
だ
身
の
こ
と
だ
と
思
う
。
男
性
が
家
事

1§蛙
「
あ
な
た
は
、
表
向
き
は
平
等
ら
し
い
け
ど
、

に
改
ま
ら
な
い
深
淵
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
。
だ

一
■ Iまこ

と
は
、
「
女
は
五
障
三
従
」
と
い
う
意
識
と
関
係

て で の
か

のを
一旦］)〈

つ

，
智
恵
子
と
の
生
活
を
、

勉
強

ロ
メ
ー
タ
に
な
る
と
指
摘
し

つ
の

ｆＰ－
Ｌ

光
太
郎
は
家
事
が
で
き
る
男
性
だ
っ
た

に
か
智
恵
子
が
ｎ
分
の

め
て
家
事
を
せ
ざ
る
を
』

ど
れ
だ
け
家
事
を
気
軽
に
で
き
る
か
が
そ
の
男

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
だ
が
、

の
中

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
な
の
に
、
い

●

人
が
、
な
ぜ
榊
恵
子
の
「
精
神
の
変
調
」

え

る
□
性
差
別
観
の
（

駒
尺
さ
ん
は
そ
の
原
因
が
性
差
別
の
問
題
に

と
い
う
「
男
権
」

妻

と。活、彫
いそ動性刻

お
互
い
の
芸
術

特集０６

や
創
作
の
時
間
を

家
事

を
智
恵
子
に
押
し

な
く
な
っ
た
よ
』

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

そ

Ｃ

蹄
し
た

フ
だ
。



◇
講
師

「
真
宗
と
人
権
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
継

続
し
て
女
性
会
議
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
日
常
の
儀
式
の
中
で
読
み
続
け
て
い

る
『
御
文
』
に
お
け
る
「
女
性
教
化
と
五
障

三
従
」
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
女
性
と
男
性
が

共
に
性
と
い
う
束
縛
か
ら
ひ
と
り
の
人
間
と

し
て
解
放
さ
れ
る
道
を
尋
ね
る
と
こ
ろ
に
新

た
な
同
朋
会
運
動
の
展
開
を
見
出
し
て
い
き

た
い
と
い
う
願
い
か
ら
で
す
。

今
回
、
加
来
知
之
さ
ん
を
お
迎
え
し
、
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
で
に
加
来
さ
ん

は
、
『
教
化
研
究
』
第
一
三
五
号
に
て
、
．
五

障
・
三
従
」
の
「
御
文
」
拝
読
に
つ
い
て
』

を
執
筆
さ
れ
、
「
御
文
拝
読
と
い
う
儀
式
が

も
つ
歴
史
や
伝
統
の
重
み
は
そ
れ
自
身
ひ
と

つ
の
財
産
で
あ
っ
て
、
大
切
に
継
承
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
安
易
に
作
法
を
変
え

る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
御

文
の
拝
読
が
誰
の
た
め
に
、
何
の
た
め
に
儀

式
と
し
て
行
わ
れ
る
の
か
を
考
え
た
場
合
、

そ
の
趣
旨
を
誤
解
さ
せ
た
り
、
歪
め
た
り
す

る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
で
き
る

限
り
控
え
る
方
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
」

（
同
書
一
一
三
頁
）
と
、
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
『
型

第１０回
MI-ﾉ△一三茎

《
』

Ｉ
我

ー

11］Ｚ国恵

由
爪
加

Ｂ
仏
年
６
日
０
，
４
曲
！
即
酢
‐

一
■

吟
ｐ

『真
一■■

一一一

」
露一

9.Ａｐ１．．１３ 1４

0７報告１

〃
、‘／

今
回
は
、
人
が
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
根

拠
は
な
に
か
、
ラ
ジ
カ
ル
な
問
題
提
起
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

週
風
．
零
．
鍵

ヨ
ヘ
真
宗
と
人
権
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
い
た
だ
い

た
の
で
す
が
、
人
権
思
想
を
専
門
的
に
学
ん
だ
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
教

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
は
人
権
思
想
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
世
界
人
権
宣
言
に
、
「
す
べ
て
の
人

間
は
生
ま
れ
な
が
ら
自
由
で
尊
厳
と
権
利
に
つ
い

て
平
等
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
と
良
心
を
授
け
ら

れ
て
お
り
、
同
胞
の
精
神
を
持
っ
て
互
い
に
行
動

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

人
間
み
な
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
で
尊
厳
と
権

利
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
事
態
は
、
人
類

（
次
頁
へ
）

職

鮎
ｚ

２：ｆ

軸
唖
闇
。
‘
瓢
瞬
唖
。

講
義

抄
録

ノ 加
来
知
之

蜜
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｢真宗と人権」
f7p⑨い"IzI8

史
上
一
度
も
現
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
は
『
人
間
』
（
岩
波
書
店
）
の
中
で
「
人

間
を
理
性
的
動
物
と
し
て
定
義
し
た
思
想
家
た
ち

は
経
験
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
し
、
人
間
性
に
経

験
的
説
明
を
与
え
よ
う
と
企
て
た
こ
と
も
な
か
っ

た
。
』
「
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
彼
ら
は
む
し
ろ
基
本

的
な
道
徳
命
令
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
人
間
は
平
等
で
あ

る
と
い
う
宣
言
は
、
経
験
的
事
実
を
言
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
当
為
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
権
と
は
人
の
権
利
、
人
が
人
と
し
て
あ
る
限

り
認
め
ら
れ
る
権
利
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
、
権
利
概
念
は
無
条
件
で
は
な
い
。
た
と

ま
た
権
利
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る

権
利
主
体
を
予
想
さ
せ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
権
利

主
体
と
な
り
う
る
存
在
は
い
か
な
る
存
在
か
が
問

題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
西
洋
的
な
発
想
だ
と
、
そ

れ
は
人
格
（
パ
ー
ソ
ン
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

え
ば
、
世
界
人
権
宣
言
も
、
日
本
国
憲
法
で
も
、

公
共
の
福
祉
と
の
関
連
に
お
い
て
制
限
さ
れ
、
無

条
件
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

ま
た
権
利
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
政
治
的
文

脈
、
つ
ま
り
権
力
関
係
の
中
で
初
め
て
有
効
な
意

味
を
持
っ
て
く
る
概
念
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
最

近
「
生
き
る
権
利
」
だ
け
で
な
く
「
死
ぬ
権
利
」

と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
生
き

る
こ
と
が
阻
害
さ
れ
る
状
況
や
、
自
分
が
望
む
よ

う
な
死
に
方
が
阻
害
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
現
に

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
き

る
権
利
と
か
死
ぬ
権
利
と
い
う
こ
と
が
意
味
を

持
っ
て
く
る
。
私
の
寿
命
が
来
た
と
き
に
「
私
に

は
生
き
る
権
利
が
あ
る
」
と
叫
ん
で
も
、
そ
れ
は

空
振
り
で
有
効
な
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
権
利

と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
政
治
的
文
脈
の
中
に
あ

る
と
、
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

口
権
利
主
体
と
し
て
の
人
格
と
い
う
概
念

報告

ま
す
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、
存
在
す
る

も
の
に
は
人
格
と
物
件
が
あ
る
と
し
ま
し
た
。
物

件
と
は
目
的
の
た
め
の
手
段
と
さ
れ
る
も
の
で
、

手
段
と
し
て
の
相
対
的
価
値
を
持
つ
け
れ
ど
、
尊

厳
は
な
い
。
一
方
、
理
性
的
存
在
者
は
人
格
で
あ

り
、
尊
厳
を
持
っ
て
い
る
の
は
人
格
だ
け
で
あ
る
。

尊
厳
を
持
つ
存
在
は
目
的
自
体
と
し
て
扱
わ
れ
な

く
て
は
な
ら
ず
、
決
し
て
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
『
道
徳
形

而
上
学
原
論
』
に
書
い
て
い
ま
す
。

権
利
主
体
で
あ
る
た
め
に
は
人
格
、
つ
ま
り
理

性
的
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
中
絶
の
問
題

が
あ
り
ま
す
。
女
性
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な

問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
絶
を
正
当
化
す
る

議
論
と
し
て
、
パ
ー
ソ
ン
論
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。
今
た
し
か
日
本
で
は
二
十
二
週
以
前
は
中
絶

し
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
降
は
中
絶
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
ラ
イ
ン
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
二
十
二
週
を
越
え
た
ら
そ
れ
は
一
個
の
人
間

と
し
て
扱
わ
れ
る
。
だ
か
ら
中
絶
し
て
は
な
ら
な

い
。
で
も
、
そ
れ
以
前
は
物
件
で
あ
る
わ
け
で
す
。

中
絶
し
て
も
罪
と
は
し
な
い
。

こ
の
パ
ー
ソ
ン
論
を
展
開
し
た
一
人
に
マ
イ
ケ

ル
・
ト
ゥ
ー
リ
ー
と
い
う
人
が
い
て
、
「
嬰
児
は

Ｆ雨

人
格
を
も
つ
か
』
と
い
う
論
文
を
書
い
て
、
嬰
児

殺
し
を
正
当
化
し
て
い
ま
す
。
嬰
児
は
未
だ
パ
ー

ソ
ン
で
は
な
い
と
。
こ
れ
は
西
洋
で
も
か
な
り
極

端
な
意
見
だ
と
思
い
ま
す
が
、
彼
に
よ
る
と
、
パ
ー

ソ
ン
の
基
準
は
自
己
意
識
、
そ
し
て
自
己
意
識
に

の
っ
と
っ
た
欲
求
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
欲
求
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
欲
求
を

阻
害
さ
れ
た
時
に
は
じ
め
て
権
利
と
い
う
こ
と
が

意
味
を
持
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
何
も
欲
求
を
持

た
な
い
と
こ
ろ
に
権
利
が
必
要
と
い
う
こ
と
は
あ

り
え
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
嬰
児
は
自
己

意
識
も
自
己
意
識
に
基
づ
く
欲
求
も
な
い
か
ら
、

殺
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
と
、
そ
う
い
う
議
論
を

展
開
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
権
利
と
い
う
概
念
に
お
い
て
は
、
権

利
を
行
使
す
る
も
の
の
要
件
が
必
ず
問
題
に
な
っ

て
く
る
。
ま
た
権
利
に
は
義
務
や
責
任
が
伴
っ
て

き
ま
す
し
、
そ
の
義
務
や
責
任
を
負
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
の
権
利
は
か
な
り
制
限
さ
れ
る
。
確

か
に
基
本
的
人
権
は
義
務
な
き
権
利
だ
と
い
う
言

い
方
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
権
利
主
体
の
要

件
、
人
間
の
個
人
の
尊
厳
の
根
拠
を
理
性
的
存
在

と
い
う
こ
と
に
お
く
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
排
除

さ
れ
る
人
が
当
然
で
て
く
る
。
し
か
も
そ
の
線
引

r0歴
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も
う
一
つ
、
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
で
人
権
が

制
限
さ
れ
る
事
例
が
、
死
刑
制
度
で
す
。
あ
る
一

定
以
上
の
罪
を
犯
し
た
者
は
生
存
権
を
そ
の
社
会

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
。
公
共
の
福
祉
に
著
し

く
反
す
る
存
在
だ
か
ら
で
す
。
国
際
的
な
大
勢
は

死
刑
廃
止
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
日
本
は
死
刑
制
度
を
ま
だ
手
放
し
ま
せ
ん
。

伝
家
の
宝
刀
と
し
て
持
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
か

口
権
利
の
源
泉
と
し
て
の
理
性

き
が
か
な
り
窓
意
的
な
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
中

絶
の
許
さ
れ
る
時
期
が
国
に
よ
っ
て
、
法
律
に

よ
っ
て
違
い
ま
す
。
あ
る
い
は
厳
格
な
カ
ト
リ
ッ

ク
の
国
だ
っ
た
ら
、
中
絶
そ
の
も
の
が
絶
対
の
罪

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
結
局
は
中
絶
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
性
た
ち
が
大
変
な
罪
意
識

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
中
絶
と

い
う
処
置
を
選
び
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
が
あ

る
中
で
、
そ
の
人
た
ち
の
行
為
を
ど
う
正
当
化
し

て
あ
げ
る
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
お
そ
ら
く
パ
Ｉ
ソ
ン
論
と
い
う
も
の
も
出
て

き
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
う
い
う
議
論
の
発
想
の
も
つ
危
う
さ
を
私
は
感

じ
ま
す
。

ん
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
一
伝
家
の

宝
刀
」
で
な
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
、
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

ま
た
、
権
利
は
衝
突
す
る
場
合
が
あ
る
。
た
と

え
ば
中
絶
の
問
題
も
、
胎
児
の
生
き
る
権
利
と
女

性
の
自
分
の
人
生
を
自
由
に
選
ぶ
権
利
と
い
う
二

つ
の
権
利
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
る
。
そ
う
い
う
状
況

を
生
み
出
し
て
い
る
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が

問
題
だ
と
い
う
指
摘
は
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
あ
る
状
況
の
中
で
権
利
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
は

あ
る
わ
け
で
す
。

理
性
的
存
在
者
の
共
同
体
が
あ
っ
て
、
第
一
義

的
に
こ
の
理
性
的
存
在
者
の
共
同
体
が
道
徳
的
な

社
会
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
て
、
そ
こ
か

ら
漏
れ
る
と
さ
れ
る
人
た
ち
が
い
る
。
幼
児
で
あ

る
と
か
重
度
の
認
知
症
の
お
年
寄
り
と
か
、
理
性

を
失
っ
て
い
る
人
が
周
辺
に
あ
る
。
も
と
も
と
人

権
思
想
は
、
だ
い
た
い
は
市
民
、
と
い
っ
て
も
白

人
の
成
年
男
子
の
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ

が
だ
ん
だ
ん
人
種
を
超
え
、
性
別
を
超
え
、
あ
る

い
は
障
害
の
有
無
を
超
え
て
、
と
い
う
か
た
ち
で

広
が
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
方
向
性
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
中
心
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
は
厳
密
な
意
味
で
の
理
性
的
存

在
者
た
ち
で
す
。
理
性
的
存
在
者
が
権
利
の
源
泉

０９報告１

鋸１０【。

で
あ
っ
て
、
そ
の
権
利
を
有
す
る
も
の
た
ち
が
、

未
理
性
的
、
非
理
性
的
な
存
在
に
た
い
し
て
配

慮
し
一
定
の
権
利
を
認
め
て
あ
げ
る
と
い
う
方

向
で
す
。

で
は
ど
こ
ま
で
を
配
慮
の
対
象
と
す
る
か
。
こ

こ
の
ラ
イ
ン
が
、
脳
死
問
題
が
出
て
来
た
と
き
に

揺
れ
動
い
た
わ
け
で
す
。
脳
死
者
を
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
に
私
た
ち
は
待
遇
す
る
の
か
。
す
で
に
死

ん
で
い
る
の
か
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
な
ら
ば
、

そ
の
者
は
も
は
や
物
件
で
し
か
な
い
。
理
性
的
存

在
と
か
意
識
的
存
在
だ
け
が
人
格
で
あ
る
な
ら
、

脳
を
中
心
的
に
考
え
る
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
脳

死
者
は
野
外
に
な
る
。
こ
れ
は
尊
厳
性
の
源
泉
、

つ
ま
り
人
間
を
ど
う
み
て
い
く
か
と
い
う
問
題
と

関
わ
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
個
人
の
尊
厳
を
権
利
主
体
と
し
て
人
格
、

理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
い
く
と
い
う
発
想
で
は

や
は
り
限
界
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

口
人
権
は
積
土
の
差
別
的
状
況
の
な
か
で

個
人
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
有
効
な
概
念

私
は
、
仏
教
の
な
か
で
使
わ
れ
る
「
五
障
三
従
」

や
第
三
十
五
願
の
「
女
身
を
厭
悪
す
る
」
と
い
う

言
葉
は
、
父
権
的
価
値
観
の
根
強
い
社
会
の
中
で
、

『
４

女
性
が
主
体
性
を
奪
わ
れ
自
己
実
現
が
困
難
な
状

況
、
あ
る
い
は
女
身
を
持
つ
が
ゆ
え
に
性
的
・
性

差
別
的
視
線
に
晒
さ
れ
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
実
存
状
況
を
、
稔
土
の
具
体
的
様
相
と
し
て

指
し
示
し
て
い
る
言
葉
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
（
『
教
化
研

究
』
第
一
三
五
号
所
載
拙
文
『
随
想
「
女
犯
」
と

い
う
こ
と
』
参
照
）

と
に
か
く
性
差
別
の
問
題
に
限
ら
ず
、
権
利
と

い
う
言
葉
や
人
権
と
い
う
言
葉
が
大
き
な
意
味
を

持
つ
の
は
、
個
人
の
尊
厳
が
稔
土
の
様
相
の
中
で

損
な
わ
れ
る
状
況
が
あ
る
か
ら
で
す
。
赫
土
に
お

け
る
避
け
が
た
い
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
の
中
で
、
そ
れ

を
権
利
と
い
う
形
で
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
逆
に
、
人
権
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
抑
圧
的
な

状
況
が
見
え
て
く
る
、
そ
う
い
う
側
面
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
権
利
と
い
う
の

は
と
て
も
大
切
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
権
利
と
い
う
概
念
が
守
ろ
う
と
し
て
い

る
個
人
の
尊
厳
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
、
藤
元
正
樹

先
生
の
『
人
間
こ
の
尊
き
も
の
』
（
弥
生
書
房
）

の
中
に
見
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
た

わ
け
で
す
。
（
次
頁
へ
）
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仏
教
の
人
間
観
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
え

ば
、
ま
ず
は
人
間
と
い
う
の
は
苦
悩
の
境
界
で
あ

り
、
迷
い
の
境
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
苦
し

み
迷
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
ま
た
目
覚
め
て
い
く
べ

き
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
教
に
お
い
て
人
間
と

い
う
の
は
目
覚
め
る
べ
き
、
仏
に
な
る
べ
き
存
在

で
す
。
し
か
も
こ
の
仏
性
は
人
間
だ
け
が
持
つ
も

の
で
も
な
い
。
本
願
で
い
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば

『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
で
あ
る
『
大
阿
弥
陀
経
』

の
中
で
、
二
切
衆
生
」
に
当
た
る
部
分
は
『
ケ

ン
飛
嬬
動
の
類
」
、
羽
の
あ
る
虫
や
這
う
も
の
、

そ
う
い
う
全
部
含
め
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
い
の
ち
あ
る
も
の
に
対
し
て
一
切
衆
生
と
。

だ
か
ら
理
性
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
階
層
構
造

は
、
こ
こ
に
は
な
い
の
で
す
ね
。

こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と

い
う
の
は
、
単
な
る
当
為
で
は
な
く
、
仏
の
智
慧

の
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
衆
生
の
実
相
、
真
実
の

す
が
た
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
は

迷
い
を
生
き
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
一
切

衆
生
と
い
う
姿
勢
を
破
っ
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る

わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
一
切
衆
生
と
呼
び
か
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
か
ら
こ

口
仏
性
思
想

可
雁
‐
四
Ｆ
，
、
『

そ
、
そ
れ
を
破
っ
て
い
る
わ
が
身
が
罪
あ
る
者
と

し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
あ

る
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
か
な
り
お
お
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
で

申
し
訳
な
い
ん
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
世
記

で
は
、
人
間
は
他
の
動
物
た
ち
を
管
理
主
宰
す
る

者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
神
に

似
せ
て
つ
く
ら
れ
た
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
、
理

性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
尊
厳
の
源
泉
で
あ

り
、
そ
れ
は
神
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
理
性
を
持
た
な
い
動
物
た
ち
を
管
理
主
宰
し

て
い
く
責
任
と
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
、
そ

う
い
う
発
想
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
生
き
も
の

を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
ち
ろ
ん
無

用
な
殺
生
は
禁
じ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
竹

山
道
雄
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
』
に
、
こ
ん
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
い
る
そ
う
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
で

の
あ
る
会
食
で
、
血
だ
ら
け
の
豚
の
頭
が
出
た
時
、

彼
が
「
ど
う
も
残
酷
だ
あ
」
と
言
っ
た
ら
、
一
人

の
お
嬢
さ
ん
が
『
あ
ら
、
だ
っ
て
、
牛
や
豚
は
人

間
に
食
べ
ら
れ
る
た
め
に
神
様
が
つ
く
っ
て
く
だ

さ
っ
た
の
だ
わ
」
と
答
え
た
。
逆
に
、
日
本
で
焼

き
鳥
で
小
鳥
を
食
べ
る
と
い
う
話
し
を
し
た
ら
、

「
ま
あ
、
あ
ん
な
に
可
愛
ら
し
い
も
の
を
食
べ
る

な
ん
て
、
日
本
人
は
な
ん
て
残
酷
な
国
民
で
し
よ

衝
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う
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、

豚
は
人
間
が
食
べ
る
た
め
に
神
が
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
は

な
ん
ら
罪
で
は
な
い
。
小
鳥
を
殺
す
方
が
罪
で
あ

り
残
酷
だ
と
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
行
為
の
罪
業

性
を
見
え
な
く
す
る
文
化
的
か
ら
く
り
、
そ
う
い

う
行
為
を
当
然
視
し
正
当
化
し
て
い
く
発
想
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

一
方
、
仏
教
の
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
つ
ま
り

す
べ
て
の
生
き
と
し
い
き
る
も
の
は
す
べ
て
仏
に

な
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
そ
う
い

う
階
層
的
な
生
命
観
、
生
命
の
価
値
観
と
は
ち
が

う
、
い
わ
ば
「
い
の
ち
の
平
等
」
と
い
う
地
平
を

私
た
ち
に
指
し
示
し
ま
す
。
そ
の
地
平
に
出
会
っ

た
と
き
、
私
た
ち
は
言
い
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
自
分
は
生
き
も
の
を
殺
し
て
生
き
て
い
る
こ

と
を
正
当
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か

と
い
っ
て
生
き
も
の
の
い
の
ち
を
も
ら
わ
な
い
と

生
き
て
い
け
な
い
。
道
徳
の
世
界
で
は
、
お
そ
ら

く
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
越
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
先

ほ
ど
の
カ
ン
ト
が
言
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
「
す

べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
汝
な
し
あ
た
う
』
と
。
「
す

べ
き
」
と
い
う
こ
と
は
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と

が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
殺

生
を
す
る
な
と
い
う
こ
と
は
、
殺
生
を
せ
ず
に
す

伊

せ
っ
か
く
資
料
を
お
配
り
し
た
の
で
、
藤
元
正

樹
先
生
の
『
人
間
こ
の
尊
き
も
の
』
（
弼
生
書
房
・

’
九
七
九
年
）
か
ら
、
個
人
の
尊
厳
、
人
間
の
尊

厳
を
い
っ
た
い
ど
こ
に
見
出
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
を
た
ず
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初

の
方
に
、
藤
元
先
生
の
問
題
意
識
が
で
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

「
一
体
、
今
日
の
人
間
観
、
す
な
わ
ち
、
民
主
主

義
的
人
間
観
の
本
質
は
、
人
間
の
有
限
性
の
自
認

と
同
時
に
、
人
間
の
尊
厳
性
の
主
張
に
あ
る
と
申

し
て
よ
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
間
の
尊
厳

口
個
人
の
尊
厳
性
の
根
拠
と
し
て
の
仏
性
未
来

む
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
す
け
れ
ど
、
殺
生
を
せ
ず
に
私
た
ち
は
生
き

て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
る
と
も
う
道
徳
の

世
界
に
と
ど
ま
っ
て
お
れ
な
い
。
そ
こ
に
、
罪
を

罪
の
ま
ま
に
摂
取
し
て
い
く
大
悲
と
い
う
も
の
に

遇
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
み
ず
か
ら

を
正
当
化
し
ご
ま
か
す
か
、
開
き
直
る
か
、
そ
う

で
も
し
な
け
れ
ば
自
分
の
生
き
て
い
る
こ
と
、
生

ま
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
受
け
止
め
ら
れ
な

い
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
思
う

の
で
す
。
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ま
す
ｃ
さ
ら
に
、

「
人
間
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
権
利
を
持
て
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
よ
く
そ
の
尊

厳
性
に
お
い
て
の
み
権
利
を
持
て
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
人
間
の
自
然
権
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て

持
て
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
生
れ
な
が
ら

に
し
て
持
て
る
権
利
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
あ

る
こ
と
の
発
見
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

や
や
も
す
れ
ば
、
権
利
の
主
張
は
、
自
己
を
破

る
、
真
の
個
人
の
尊
厳
性
を
否
定
す
る
利
己
主
義

（
名
聞
利
養
）
に
転
落
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
エ
ゴ
を
克
服
す
る
仏
性
の
発
見
に
お
い

て
、
権
利
は
真
に
人
間
の
尊
厳
性
を
果
遂
す
る
功

徳
荘
厳
と
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、

人
間
の
有
限
性
な
る
が
故
に
、
形
成
す
る
こ
と
の

出
来
る
国
土
荘
厳
で
あ
り
ま
す
。
」
（
同
書
・
二
二

○
頁
）こ

の
よ
う
に
押
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
人
間

を
仏
と
な
る
べ
き
者
、
当
来
の
仏
、
そ
う
い
う
存

在
と
し
て
み
て
い
く
ま
な
ざ
し
が
、
私
の
、
稔
土

を
生
き
る
身
の
立
脚
点
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。
親
鴬
聖
人
は
そ
う
い
う
人
間
の
ひ
と
つ

の
表
現
と
し
て
、
「
非
僧
非
俗
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
僧
に
あ
ら
ず
、

俗
に
あ
ら
ず
、
い
う
な
ら
ば
、
浄
土
の
願
心
と
い

2()０ワハfJr.Ｊ３－胴

性
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
の
規
定
す
る
、

人
格
は
す
べ
て
の
も
の
の
究
極
目
的
で
あ
っ
て
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
手
段
化
さ
れ
て
は
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
礎
付
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
尊

厳
性
を
個
々
人
の
人
格
に
宿
る
普
遍
的
人
間
性
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
、
道
徳
的
な
人

類
の
尊
厳
性
の
説
明
で
あ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
人
間
に
お
け
る
人
間
相
互
の
道
徳
的
規
律

を
基
礎
付
け
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
こ
で
は
、
厳
密
な
意
味
で
尊
厳
性
と
言
い

得
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

民
主
主
義
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
性
と
い
う
表

現
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
道
徳
的
な
人
類
の
尊
厳
性

と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
明
ら
か
に
個
人
の
尊

厳
性
を
指
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、

個
々
の
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
の
尊
厳
性

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
、
決
し
て
普
遍
的

人
間
性
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
実
の
個
人
が
、
そ
の
ま
ま
理
想
化
さ

れ
る
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
」
（
同
書
・
二
一
○
頁
）

現
実
の
個
人
を
そ
の
ま
ま
で
尊
厳
が
あ
る
と
果

た
し
て
ど
こ
で
い
え
る
か
。
人
間
が
現
に
行
な
っ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
と
て
も
理
性
的
存
在
と
は
い

え
な
い
現
状
を
見
た
と
き
に
ど
う
か
。
「
人
間
の

有
限
性
」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
そ
こ
に

あ
り
ま
す
。
人
間
は
完
全
に
し
て
無
欠
な
も
の
で

は
な
い
。
自
然
法
の
発
想
で
い
け
ば
、
人
間
の
尊

厳
性
の
根
拠
は
神
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
神
の
存
在
が
前
提
で
き
な
く

な
っ
て
き
た
と
す
る
と
、
人
間
は
尊
厳
性
が
あ
る

か
ら
尊
厳
で
あ
る
、
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
（
同

語
反
復
）
か
独
断
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、

い
っ
た
い
人
間
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
尊
い
と
、

単
な
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
な
く
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
道
を
、
藤
元
先
生
は
仏
性
と
い
う

と
こ
ろ
に
押
さ
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

「
仏
性
の
発
見
は
、
人
間
観
に
大
き
な
転
換
を
与

え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
が
、
当
来

の
仏
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

当
来
の
仏
と
し
て
人
間
を
と
ら
え
か
え
す
こ
と
が

出
来
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
』
（
同
書
・
二
一
三
頁
）

「
当
来
の
仏
と
し
て
人
間
を
と
ら
え
か
え
す
」
。

こ
こ
に
個
人
の
尊
厳
の
根
拠
が
あ
る
。
今
現
に
仏

で
あ
る
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
本
覚
思
想
的
な

も
の
に
立
っ
て
し
ま
う
と
、
私
た
ち
は
歩
み
を
止

め
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も

仏
性
と
い
う
の
は
未
来
に
見
据
え
ら
れ
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
猿
土
を
生
き
る
と
き
の
方
向
性
が

私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
思
い

『
』

第１０回

女'|生会議
｢真宗と人権」

一

厚

う
も
の
を
、
願
生
心
を
持
っ
て
生
き
る
も
の
は
、

宗
教
的
権
威
に
も
世
俗
的
権
威
に
も
縛
ら
れ
ず
、

浄
土
の
心
を
持
っ
て
械
土
を
生
き
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
当
来
の
仏
と
し
て
の
個
人
の
尊
厳
性

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
か
ら
与
え
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
自
身
が
本
願
に

よ
っ
て
成
就
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
私

た
ち
は
人
間
が
尊
い
と
い
わ
れ
る
根
拠
を
見
出
し

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
時
に
は
じ
め
て
、

権
利
、
人
権
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
一
人
一
人
の

尊
厳
性
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、
積
土
の
中
で
は

た
ら
く
言
葉
と
し
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な

力
を
持
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
了
）

＊
本
文
は
、
女
性
会
談
に
お
け
る
荊
蕊
の
抄
録
に
、

文
意
が
通
り
や
す
く
な
る
よ
う
、
講
誉
が
蒋
干
の
袖

足
を
施
し
た
も
の
で
す
。
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性中心的なもののとらえ方がかなりの部

分を占めていますから、男性住職方の威

圧的な言葉とか態度、軽視した目に、ご

本人は気づいておられないんでしょうが、

女性住職として敏感に反応してしまうも

のがあります。

葬儀では導師にもなりますが、客僧と

して出る機会も多くあります。その際に

思うのですが、亡くなられた方が女性の

場合、男性住職たちは何のためらいもな
へんじようなんし

く「変成男子」のﾛ讃を読みます。「読

む必要があるから、あるべくしてあるの

だから」ということでしょうが、真意だけ

はちゃんとおさえて式次第を渡して欲しい

と思っています。

教区や組、寺の役職者の中には女性の

登用をたくさんのぞみたいし、その働き

かけをしていかなければならないと思い

ます。どうしても私一人だと孤立がちに

なるし、自分自身もその場にいたたまれ

なくなる思いもあります。言ってしまった

第１０回

ことで、自分で自分の首を絞めてしまうこ

とも多々あります。特に坊守さん方に対し

ては、女性研修として、女ばかりの研修

会が多いけれども、積極的に男性にも働

きかけていく必要があることを言っていか

なければいけない。女性が変だなという

ことに気づく意識の向上にもつとめる努力

が必要ではないかと思います。

自分の考えを持ち、それを外に発する

こと、話は上手くなくともその座を大切に

して責任を持って出席すること、そういう

ことを呼びかけていきたいと思います。

私ども高田教区では「えんの会」とい

う男女共同参画を考える会を発足いたし

まして、今年は今井雅晴先生をお招きし

て講演会を予定しております。こういう会

も継続していかなければ、何も変わって

いかないと思います。発信することの大

切さを感じています。

高田教区敬登寺住職
．;.企みれいこ

舟見玲子

発信することの大切さ

私は女性住職という立場でここにおり

ますが、寺の跡継ぎとして育ったわけで

はありません。二人兄妹の兄がおります

が、寺を継がないということで図らずも

私が継ぐことになったわけです。私の夫

は２００８年の坊守に関する規定の改正以

来、住職の配偶者ということで坊守になっ

てしまいました。夫は「自分は坊守になっ

た覚えはない」と言っています。このこと

もふたりで考えながら、寺を続けていこ

うと思っています。

もう十何年も前から法務をさせていた

だいておりますが、お寺は男社会で、男

(~､、

回｡｡｡｡｡｡◎｡⑨｡｡０｡｡｡｡
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数
年
前
に
、
教
区
の
男
女
共
同
参
画
推
進
実

行
委
員
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
、
女
性
の
問
題
に

関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
そ

れ
ほ
ど
関
心
が
高
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
委
員
会
に
入
っ
て
か
ら
、
男
性

の
視
点
か
ら
は
気
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
が
た

く
さ
ん
あ
っ
た
ん
だ
な
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

私
が
い
る
お
寺
で
は
月
忌
参
り
が
あ
っ
て
、

通
常
、
『
御
文
』
は
五
帖
目
を
順
番
に
読
ん
で

い
ま
す
。
最
近
は
「
五
障
三
従
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
く
る
と
こ
ろ
な
ど
が
、
気
に
な
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
該
当
の
箇
所
は
自

分
の
判
断
で
飛
ば
し
て
読
ん
だ
り
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
た
だ
読
み
飛
ば
す
だ
け
で
は
、

問
題
を
直
視
せ
ず
に
避
け
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

今
回
の
会
議
の
中
で
は
、
「
五
障
三
従
」
の
『
御

文
』
の
拝
読
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

出
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
私
が
し
て
い
る

よ
う
に
「
飛
ば
し
て
読
ん
だ
ら
い
い
」
と
か
、

弓
御
文
』
そ
の
も
の
を
読
む
の
を
や
め
た
ら
い

い
」
と
か
、
「
き
ち
ん
と
説
明
し
た
上
で
読
む

1２

気
付
け
な
か
っ
た
鈍
感
さ

『
奥
羽
教
区
超
光
寺
候
補
衆
徒

む
ぎ
か
こ
う
え
つ

六
平
光
悦

べ
き
だ
」
な
ど
で
す
。

も
し
仮
に
ど
こ
か
の
部
分
を
飛
ば
し
て
読
む

対
応
を
す
る
の
で
し
た
ら
、
具
体
的
に
ど
こ
を

飛
ば
す
の
か
、
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
五
帖
目
を
読
ん
で
み
る
と
『
五
障
三
従
」

と
い
う
言
葉
以
外
に
も
性
別
に
関
わ
る
言
葉
が

た
く
さ
ん
で
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
「
男
女
た

ら
ん
と
も
が
ら
は
」
、
「
尼
入
道
な
り
」
、
「
い
か

な
る
女
人
な
り
と
も
」
な
ど
で
す
が
、
そ
れ
ら

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
意
味
を
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
ど
う
い
っ
た
対
応
を
し
て
い
く
の

か
よ
く
よ
く
考
え
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
作
業
部
会

な
ど
を
設
置
す
る
決
議
を
、
こ
う
い
っ
た
女
性

会
議
の
場
で
す
る
と
か
、
具
体
的
な
動
き
に

な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
今
回
の
会
議
限
り

の
一
過
性
の
意
見
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
思

い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
私
は
女
性
の
問
題
に
対
し
て
鈍
感

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
ん
な
人
に
も
自
分
で

は
気
づ
か
な
い
鈍
感
な
部
分
で
誰
か
を
傷
つ
け

て
い
る
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
感
じ

て
い
ま
す
。
女
性
の
問
題
は
男
性
の
問
題
で
も

あ
る
の
で
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
関
心
を

も
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
も

関
わ
り
を
持
つ
ま
で
は
今
以
上
に
無
関
心
で
鈍

感
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に

参
加
す
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
で
も
変
化
す
る

き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
多
く
の
男
性
に
も
参

加
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｌ



性
は
剃
髪
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
す
か
？
」
と

聞
い
た
ら
、
『
昔
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
決
ま
っ

て
ま
す
」
と
い
う
だ
け
で
、
全
然
説
明
を
し
て
く

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
て
も
憧
れ
て
入
っ
て
み
た
も
の
の
、
「
あ

れ
っ
？
」
と
い
う
感
じ
が
と
て
も
あ
り
ま
し
た
。

現
在
、
私
は
お
寺
で
は
な
く
て
、
京
都
で
涌
光
庵

と
い
う
精
進
料
理
の
自
然
食
の
レ
ス
ト
ラ
ン
兼
居

酒
屋
み
た
い
な
の
を
経
営
し
て
い
ま
す
。
経
営
者

で
あ
る
し
、
結
婚
も
し
て
い
な
い
の
で
、
普
通
の

女
性
か
ら
見
た
ら
、
自
立
し
て
気
楽
な
立
場
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
決
し
て
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
結
婚
し
て
い
な
い
女
性
が
男
社
会

の
中
で
生
き
て
い
く
の
は
と
て
も
大
変
で
す
。
例

え
ば
銀
行
が
融
資
し
な
い
、
だ
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン

を
買
う
の
も
と
て
も
困
難
で
す
。
独
り
身
の
女
性

は
借
金
を
踏
み
倒
し
、
す
ぐ
に
逃
げ
る
と
頭
か
ら

思
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
の
私
は
男
の
人
に
雇
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
し
、
父
親
も
亡
く
な
り
、
結
婚
も
し
て
い
な

い
の
で
従
う
べ
き
父
も
夫
も
子
ど
も
も
い
ま
せ

ん
。
「
三
従
」
の
ど
こ
に
も
該
当
し
な
い
立
場
に

い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ

が
自
立
し
て
楽
か
と
い
う
と
全
然
そ
う
で
は
な
く

て
、
実
は
女
性
に
も
な
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
女

性
以
下
な
ん
で
す
。
「
三
従
」
に
あ
た
ら
な
い
女

性
は
女
性
以
下
な
ん
で
す
。
ま
だ
ま
だ
現
実
は
女

性
で
あ
る
が
ゆ
え
の
生
き
づ
ら
さ
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
勉
強
会
や
集
会
を
や
っ
て
も
、
そ

れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
わ
ず
に
、
何
か
形
に
残
す
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

０

私
は
寺
の
生
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
も
寺

で
は
な
い
し
、
寺
で
な
い
ど
こ
ろ
か
父
の
家
は
曹

洞
宗
の
檀
家
だ
し
、
母
の
家
は
日
蓮
宗
の
家
で
、

ま
っ
た
く
真
宗
と
は
関
係
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
八
六
年
に
得
度
を
し
て
、
専
修
学
院
に
入
っ

て
、
い
ろ
い
ろ
転
々
と
し
た
う
え
に
、
大
谷
派
教

師
資
格
も
と
り
ま
し
た
。

二
十
九
歳
で
得
度
を
し
た
時
に
、
剃
髪
し
ま
し

た
。
女
性
は
し
な
く
て
い
い
と
い
う
の
が
な
ん

で
？
と
す
ご
く
思
っ
た
か
ら
で
す
。
女
性
が
許

さ
れ
る
の
な
ら
、
男
の
人
だ
っ
て
許
さ
れ
て
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
の
っ
て
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

学
院
は
四
月
が
入
学
で
六
月
が
得
度
な
の
で
、

二
カ
月
の
間
に
、
み
ん
な
で
嫌
だ
っ
て
言
お
う

よ
っ
て
、
し
か
け
た
の
で
す
が
、
男
の
子
た
ち
は

何
と
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と
言

う
人
が
全
然
い
な
く
て
、
「
そ
ん
な
ん
で
、
髪
そ

ら
な
く
て
い
い
こ
と
に
な
っ
た
ら
か
っ
こ
悪
い

わ
」
と
か
「
男
は
女
と
違
っ
て
頭
そ
る
か
ら
格
好

い
い
こ
と
に
な
っ
て
る
ん
や
」
と
か
。
そ
う
い
う

反
応
が
多
く
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
得
度
式
の
前
日
の
説

明
会
の
時
に
『
女
性
は
許
さ
れ
る
の
に
、
な
ぜ
男

～

；

ーー一屯可

寧､L寓漣

「
三
従
』
以
外
は
女
性
以
下

静
、、

精
進
料
理
レ
ス
ト
ラ
ン

み
こ
。
⑰
あ
ん

一
濁
光
庵
庵
主

く
ど
う
み
や
こ

工
藤
美
弼
子

女性会議

｢真宗と人権」

げんかになり、それがきっかけでこの新

興宗教をやめることになりました。

そしてあらためて真宗に学ぶことになっ

たのですが、今度は三十五願を読んで、

びっくりするわけです。新興宗教となん

ら矛盾しない「変成男子｣、ここにもある

じゃないか、と。

１５年くらい前、嘱託補導で同朋会館に

入った時に、「昔から女は男より劣ってい

るに決まっている。お聖教にもそう書いて

あるし、親鴬聖人も蓮如上人もそう言って

おられる」と発言した教導さんがいました。

非常にクリエイティブであった法然上人や

親憾聖人や蓮如上人、大乗仏教のいろん

な祖師たち、その人たちを頭でっかちな

仏法によく似た「伝統・のようなもの」

に変えてしまう、それが今のぼくらの学び

じゃないかな。大乗仏教経典をたどってい

く歴史の中で、宗祖親鴬聖人に学ぶ、あ

るいは蓮如上人に学ぶという時に、旧来

の伝統や悪習というものに対して葛藤しな

がら、クリエイティブに応える、そういう

勇気と冒険がぼくらには必要だと思うんで

す。今一度大乗仏教の祖師たちのクリエ

イティブな精神に学びたいと思います。

｡｡回⑥⑥⑤｡⑥｡｡⑥｡｡｡回画｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡回｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡【⑥｡⑥｡｡⑥｡Ｏ⑥⑤｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡⑥０｡｡｡０回｡｡｡｡ロ｡ ｡｡ ｡◎ ロ【

宗教が所依としている経典の専門的な学

習を兼ねて、大谷大学に入ったわけです。

大谷大学の仏教学科に入学し、最初は
ゆいよきょふ

比較的|こ読みやすい『維摩経』から勉強

しました。深遠な哲学でありながら、わ

かりやすく戯曲化されていて、不勉強な

私でもとつつきやすい経典でした。なによ

り形骸化しつつある教えと、あたらしい

仏教徒たちの取り組みとの葛藤が新鮮で

した。

１回生の夏休み、地元に帰った時に、

新興宗教の支部に行く道すがら、車中で

先輩といろいろ話をしました。その中で

先輩が「魂は輪廻転生する。人間の前の

動物は犬だ。犬は人間に尽くす、それは

人間に功徳を積んでいることなんだ。だ

から犬から人間に生まれ変わる。人間に

なったらまず女になる。女になって、犬

が人間に尽くすように男に尽くして功徳を

積み男に生まれ変わる。そしてようやく

菩薩や仏になっていく」という話をしまし

た。『あれっ？」と思ったんです｡「『維摩経』

によればそれは間違っているよ、さとりの

本質には男も女もないってことが書かれて

いるんじゃないの？」と言ったところ、大

私はお寺で長男として育てられました。

青春時代、いろいろと思い悩むことが

ありまして、社会的にも身体的にもしんど

い時期があり、高校1年生の時に、同級

生の「この宗教やったらすべて良くなるよ、

功徳を積みなよ、君、高校生だしお金も

そんなにかかんないから」という言葉に

のせられて、ふらふらと新興宗教に入っ

てしまったんです。もちろん、家族は大

反対でした。

そこは、とある大乗経典に依る仏教系

の新興宗教でした。それで、その時考え

たのは、自分が住んでいるお寺を乗っ取

って、この新興宗教の拠点に変えてしま

おうということだったんですね。そのため

にはまずお寺の跡取りとしていつぺんお

寺に入ったほうがいいということと、その

１３報告１
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自分は拝読しないから

問題ない､ということ

ではない｡｢五障三従」

を私自身の問題として

とらえたい｡自分の問

題になった時に男女を

超えるのではないか。

｢五障三従｣は『御文』を拝読する

上でとても気になる文言｡そこに

スポットを当てた会議で大変よ

かった｡女性会議の場だけで話

し合うのではなく､もっと多くの

人を巻き込んで話し合われるべ

きではないか｡何らかの形で発

信をし､あちこちで議論が起こ

ることが望ましい｡この言葉の

もつ差別性と､拝読する問題性

を考えさせられた。

今まで参加してきた｢五障三従」

の『御文』に関するどの学習会よ

りも納得できるものがあった。

それは講師ご自身の見解が述べ

られていることによると思う｡現

代の女'性の問題に､蓮如の『御

文』はどうはたらくか｡｢拝読しな

い方を選びたい｣と講師が言っ

たことに共鳴した。

〈｢語瀞悟樵〉

可

現在において｢男女平等｣｢男女

同権｣が言われているにもかか

わらず､実際にはいわれのない

女性差別が残っている中で､あ

えてこの『御文』を拝読するのは

女性にとって聞きがたい､聞くに

堪えないものがある｡痛みを感

じる人がいれば､読むことをや

めるほうがいいのでは？この『御

文』を読まないという選びをして
もいいはず。

｢五障三従｣を内発的に受け止め

る姿勢が重要という意見もあ

り、この問題に関心をもってい

きたい｡この問題から様々な社

会の矛盾が語られた｡教えに照

らして未来につなげていきた

い｡女性のみならず､男性もこの

｢三従｣という実態から解放され

ようという歩みが始まるよう切

に願う。

さまざまな人の前で、

この『御文』をそのま

ま社会に発信していく

ことには問題がある。

読む側、受け取る側の

気づきを表現すること

が必要。

第１０Ｍ

女'|生会議
｢真宗と人権」

”０１．４j1rノリール』

女性たちの前で拝読

する時､｢五障三従」

の表現にさしかかる

と声が小さくなって

しまう。

拝読はやめてほしくな

い｡やめると考える場が

なくなる｡次の世代は知

らずに終わってしまう。

『御文』からこの言葉を排
除するのではなく､もっ

と話し合う場や機会があ

ったらいい。

ノ

Ｉ／／

畠雪煙？

参加者からの ｊ函

一

男性の参加者が多くてと

てもよかった｡共に歩ん

でいける仲間の輪を広げ

ていきたい｡いろいろな

場面(組､教区の坊守会）
で今回の学びを伝えてい

きたい。

異'性衆徒の問題について

もまるで問題意識を持つ

ことができていなかっ

た｡一体何を守ろうとし

たいのかという問いが、

そのまま守られる側にの

うのうと座っていた自分

に刺さる。

Ｉ

一

全体座談・アンケートより／ハ

<全体的な感想〉

近代ヒューマニズ

ムにおける人権思

想と真宗の救いと

の関係を知りた

い。

『あいあう』で女性住

職特集をしてみては

どうか｡女'性住職た

ちは横のつながりが

必要では？

堂衆さんが聴講

されていたこと

が有難かった。

｢寺」と一言で言っても

さまざまな条件のもとで

生きていらっしゃる方が

いる｡｢寺｣とはなにか､誰

のためのものか､｢世襲

制｣とは？少し踏み込ん

だ研修会を企画してもい

いと思う。

｢聞く」と｢語る｣の割合

で､もう少し｢語る』の

方が多いと良かった。

自分への問いかけの場

としてこの女性会議を
大切にしたい。

女性会議を地方

に出かけて行なっ

てほしい。

－、

女'性会議の日程に

内局との懇談会が
あったらいい、

ノ
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③
定
足
数
に
つ
い
て

③
代
理
人
の
議
決
へ
の
参
加

「
組
制
」
は
、
組
の
独
自
性
に
配
慮
し
て
、

あ
え
て
厳
密
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
だ

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
事
実
、
組
の
規
模

や
状
況
は
様
々
で
す
。

し
か
し
、
規
定
が
無
い
こ
と
で
参
加
で
き

な
い
事
例
が
あ
る
こ
と
や
、
組
や
教
区
の
活

動
へ
の
女
性
の
参
画
に
つ
い
て
、
昨
年
女
性

室
は
担
当
の
部
署
と
協
議
の
場
を
も
ち
ま

し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
代
理
人
に
限
定
し
て
の

も
の
で
す
が
、
さ
ら
に
「
男
女
両
性
で
形
づ

く
る
教
団
』
に
む
け
て
の
議
論
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
文
責
女
性
室
ス
タ
ッ
フ
本
多
祐
徹
）

Irilii為Jnj〕’
'一部改正
｜について

おしらせ

女性室には
｢組会に住職以外の女性が参画できない」

｢住職の代理で出席しても平等に扱われない」

等の意見が度々寄せられます。

2009年６月の宗会で｢組制｣の

組会に関する規則が－部改められました。

③
組
会
員
に
つ
い
て

●
代
理
出
席
に
つ
い
て

今
回
「
組
制
」
が
改
正
さ
れ
た
目
的
の
一

つ
は
こ
の
代
理
出
席
に
関
す
る
問
題
で
す
。

①
ま
ず
代
理
人
を
選
定
す
る

住
職
な
ど
組
会
員
が
組
会
に
出
席
で
き
な

い
場
合
、
委
任
状
を
組
長
に
提
出
し
て
ま
ず

「
代
理
人
」
を
選
出
す
る
と
い
う
こ
と
が
積

極
的
に
う
た
わ
れ
ま
し
た
。
代
理
人
が
選
定

で
き
な
い
場
合
に
組
会
員
は
、
文
書
に
よ
る

意
思
表
示
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

②
代
務
者
を
置
い
て
い
る
寺
院
・
教
会
の

場
合組

会
員
が
組
内
で
複
数
の
寺
院
の
住
職
ま

た
は
代
務
者
を
兼
ね
て
い
る
場
合
は
、
本
務

と
な
る
寺
院
以
外
の
寺
院
か
ら
は
、
代
理
人

を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
ま
し
た
。

③
代
理
人
選
定
の
順
序

こ
れ
ま
で
代
理
人
に
つ
い
て
は
「
組
制
」

の
運
用
細
則
で
あ
る
「
組
制
施
行
条
規
」
の

中
で
「
前
住
職
、
副
住
職
及
び
成
年
以
上
の

組
会
は
、
組
内
の
寺
院
住
職
・
教
会
主
管

者
及
び
そ
の
代
務
者
を
も
っ
て
構
成
し
、
こ

れ
を
「
組
会
員
」
と
い
い
ま
す
。

Ｅ１

１５おしらせ

ま
す
が
、
「
組
制
施
行
条
規
」
に
よ
り
議
決

権
は
一
人
に
つ
い
て
一
と
し
、
複
数
の
寺
院

を
兼
務
し
て
い
る
住
職
及
び
代
務
者
も
例
外

な
く
一
人
に
つ
い
て
一
で
あ
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
代
理
人
も
構
成
員

と
な
り
、
一
票
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
寺

院
の
規
模
等
に
関
係
な
く
｜
力
寺
一
票
と

い
う
形
で
の
公
平
性
を
保
と
う
と
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

但
し
、
代
理
人
は
組
長
選
挙
な
ど
に
は
こ

れ
ま
で
同
様
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

一一～ 寺
族
に
限
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

回
「
組
制
」
の
中
で
代
理
人
の
選
定
順
序
が

次
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

組
会
は
、
組
会
員
の
半
数
以
上
の
出
席
で

成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回

「
組
制
施
行
条
規
」
が
改
正
さ
れ
、
代
理
人

と
文
書
に
よ
る
参
加
も
そ
の
数
に
加
え
る
こ

と
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

組
会
の
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
と
し
、

可
否
同
数
の
時
は
組
長
の
判
断
と
な
っ
て
い ～一

〈
１
〉
そ
の
寺
院
又
は
教
会
に
所
属
す
る

教
師

〈
２
〉
そ
の
寺
院
又
は
教
会
に
僧
籍
を
お

く
成
年
以
上
の
寺
族

〈
３
〉
そ
の
寺
院
又
は
教
会
の
成
年
以
上

の
寺
族

〈
４
〉
教
師
や
寺
族
か
ら
選
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
そ
の
寺

院
又
は
教
会
の
責
任
役
員
又
は
総
代

の
中
か
ら
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
組
制
」
第
十
四
条
の
二
第
四
項
・
露
五
項
よ
り
抜
粋

条
文
等
は
『
真
宗
』
七
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い

~



2009年6ハ611（'二)､小松教務所を会場に、

女性室公開講座小松会場が開催されました。
しんすご こうがしく・

辛淑玉さん(人材育成コンサルト会社｢香科舎｣代表）

を講師に迎え､講義をいただきました。

参加者に次々に質問が向けられ､笑いがおこったり考えさせられたり、

性差別に関しての思い込みに気づく黄重な時間となりました。

<報告２〉

報告２１６

開
講
座

小
松
会
場

女
性
室
公

小
松
会
場

あなたと私は違うんや!？ 』

一向き合い聞き合い始まる関係一

当
舗
謹
篭
餓
灘
悠

ろ
う
か
？
私
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
で

あ
り
、
一
参
加
特
と
し
て
の
前
に
、
男
で
あ
る
と

い
う
ｎ
興
心
、
そ
し
て
プ
ラ
イ
ド
が
邪
魔
を
し
て

し
ま
う
の
か
。

私
た
ち
男
に
と
っ
て
、
辛
さ
ん
の
言
葉
は
本
当

に
辛
疎
で
あ
り
、
受
け
入
れ
が
た
く
、
怒
り
に
震
え
、

そ
ん
な
心
の
巾
と
は
裏
腹
に
、
薄
ら
笑
み
を
浮
か

べ
る
。
誤
魔
化
し
、
観
た
く
な
い
も
の
に
は
蒜
を

す
る
。
そ
の
場
を
逃
れ
る
た
め
に
。
そ
し
て
ｎ
ら

の
深
淵
な
る
心
を
見
透
か
さ
れ
な
い
た
め
に
。

男
、
女
と
分
け
る
と
こ
ろ
に
は
、
差
別
し
か
生

ま
れ
な
い
の
は
明
向
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
一
悉
兄
つ
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
は
ｎ
ら
な
の
だ
ろ
う
。
自
ら
が
生
ま
れ
て
き
た

こ
と
に
、
そ
し
て
生
き
る
こ
と
へ
の
痛
み
を
感
じ

る
と
き
、
初
め
て
「
お
と
こ
」
「
お
ん
な
」
と
い

う
対
比
す
る
関
係
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
正
い
に
生
き
て
い
る
こ

と
の
術
み
、
悲
し
み
を
も
つ
「
ひ
と
」
と
「
ひ
と
」

の
関
係
と
し
て
、
悩
ん
で
い
く
課
題
を
頂
い
た
講

座
で
あ
っ
た
。

講師／辛淑玉さん

剛
分
寺
候
補
衆
徒

し
ん
や
す
い
り

新
康
紀

《
Ｌ

<開催趣旨〉

｢どうせ、あなたと私はちがうんだから！」

｢どうせ、俺にはわからんわ！」

こんな言葉で、お互いに大切な相手との関係を

自分勝手に「解決」したり、

関係そのものを切り離したりはしていませんか？

向き合うことによって、

共に生きる人が初めて見えてくるように思うのです。

ｔRｅｐｏｒ

伊
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深慢る如い時象群おのとこ － か
ささととお に 深

抑祁硬宴仙椛避奮謀黙黙座
今思つ、染りおを、・りの胆く

ｌ
Ｄ
，
ｗ
Ｋ

’Ｄ
ｎ

公
Ⅷ
澱
叫
柵
蝿
押
縦
賑

で
も
お
話
は
し
っ
か
り
剛
か
な
け
れ
ば
と
座
り
ま

し
た
。
講
師
の
辛
さ
ん
は
、
黒
の
セ
ー
タ
ー
、
黒

の
パ
ン
ツ
そ
し
て
黄
色
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
登
場
。

（
え
っ
！
危
険
な
雰
州
気
。
）
猟
前
輪
料
と
し
て
辛

さ
ん
の
蒋
件
で
あ
る
唾
・
怒
り
の
方
法
・
一
（
粁
波
新
押
）

を
読
ん
だ
時
に
、
私
が
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
重
な

っ
て
少
し
気
お
く
れ
し
ま
し
た
が
、
辛
さ
ん
が
丁

寧
に
、
や
さ
し
く
そ
し
て
箭
莱
巧
み
に
耐
さ
れ
、

私
の
気
排
ち
は
楽
に
な
り
ま
し
た
。

Ⅱ
悪
し
の
叩
で
、
も
や
も
や
と
し
た
男
と
女
の

関
係
、
差
別
（
私
は
好
の
巾
で
生
活
し
て
い
ま
す

が
、
そ
こ
に
も
変
だ
な
あ
と
岨
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
）
が
、
胸
の
つ
か
え
が
取
れ
た
よ
う
に
は
っ
き

り
と
ｎ
分
の
中
に
現
わ
れ
て
き
た
思
い
が
し
ま

し
た
。小

前
学
科
会
の
中
で
、
お
峠
に
住
ん
で
い
る
諮

い
女
性
達
の
思
い
、
悩
み
を
聞
い
て
、
あ
あ
、
私

も
同
じ
だ
な
あ
、
世
代
の
違
い
で
な
く
、
寺
の
中

の
人
の
思
い
、
生
き
方
、
も
っ
と
多
く
の
人
と
話

し
合
っ
て
、
声
を
出
し
て
生
き
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

Rｅｐｏｒｔ

光
林
寺
坊
守

あ
お
も
り
け
い
こ

青
森
啓
子

~９

』

Rｅｐｏｒｔ

小
松
教
区
典
宗
同
朋
の
会
代
表
者
連
絡
協
議
会
会
良

教
区
Ⅲ
肌
社
会
推
進
委
只
副
委
典
艮

な
か
が
わ
ひ
き
お

中
川
尚
男

＝

1７報告２

が
ら
驚
き
を
感
じ
得
ま
せ
ん
。

常
Ⅱ
頃
、
真
宗
門
徒
と
し
て
人
権
・
飛
別
問
題

に
取
り
組
む
こ
と
の
意
味
が
、
今
一
つ
ハ
ッ
キ
リ

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
今
凹
のじ

学
科
を
と
お
し
て
、
い
よ
い
よ
親
鴬
聖
人
の
「
ｎ

ね
ん
ほ
う
に
し
よ
う

然
法
伽
牽
」
を
深
く
味
あ
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

－－－ Ｊ'里国ワー，＝墨＝銀ニ
ーー毒茜誇毒論識Ｉ Ｊダ一・・

L矧皇
潅
需
今
菱
鍵

'一一

真愁欲女性室公開講座
一麺毎瓦転補率艮Ｚ・』６忽唾睡貫n愈一

一
一
驚
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<報告Ｓ〉く報告

や鍵
講師／園田久子さん

女
性
室
公
開
講
座

鹿
児
島
会
場

鹿
児
島
会
場

２００９年６月２０日(上)､あちこちに桜島の火I||灰が兄られる中、

鹿児島教務所を会場に女性室公開講座鹿児島会場を開催しました。
そ のだひさこ

'刺１１I久子さん(九州火谷伽期大学非常勤講師・柵岡県人権研究所川＃）

をお迎えして､講義を受け､その後､講師と５名のパネリストによる

パネルディスカッションが行われました。

ノ

ともに語りあえる
関係を願って
－ほんとうに願っている?－

r‐

勝
蓮
寺
住
峨

と
み
し
げ
ま
ず
ぐ

冨
重
真
直

画－－－ ＝ 一 一 こ こ ﾖ ｰ ﾏ

■
ｑ
■

Ｅ、

Rｅｐｏｒ

～ 一 一

報告３１８

が、

；;IＩ

ｔ

窪。

<開催趣旨〉

女性は「私は女だから」と言い逃れして

狭いところで妥協し自分を守り続けていませんか。

男性は「男」にこだわりすぎて

勝手に自分をしばりつけて苦しんでいませんか。

そんな窮屈でお互いの存在の

見えない世界にいる自分に気づいて、

ともに語りあえる関係を願う生活の場を

一緒に考えてみませんか。
『

､

ヒロ

一
一
細
肺
郡
州
Ⅷ
非
洲
州
佳
剛
咋
肱
州
僻
挫
Ⅷ

お
迎
え
し
て
、
女
性
差
別
の
歴
史
と
こ
れ
か
ら
の

お
話
を
お
聞
き
し
た
。
「
私
た
ち
が
時
代
を
つ
く
っ

て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
力
強
い
循
念
が
、
私

た
ち
の
琴
線
に
ふ
れ
、
心
が
動
か
さ
れ
た
。
鹿
児

島
教
区
で
は
、
こ
の
「
女
性
室
公
開
講
座
」
を
機

縁
に
し
て
二
○
○
九
年
度
か
ら
「
と
も
ろ
－
ぐ
」

（
代
表
叩
傑
砿
押
、
剛
代
表
”
嶋
久
美
子
、
鮫
島

が
跡
誰
）
を
設
立
し
た
。
「
後
仙
に
誇
り
を
持
っ

て
残
せ
る
よ
う
に
現
生
に
お
い
て
浄
土
を
開
瀕

し
、
そ
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
差
別
の
根
本
が

何
で
あ
る
の
か
兄
極
め
る
眼
を
い
た
だ
く
」
と
Ⅲ

艦
し
た
こ
と
を
指
標
と
し
て
、
『
あ
い
あ
う
』
の

輪
読
や
講
波
な
ど
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

圃
川
久
子
先
生
の
お
話
に
よ
っ
て
、
私
自
身
の

巾
で
心
の
間
と
し
て
い
た
異
性
幾
祝
が
、
ｎ
Ｊ
の

差
別
心
と
し
て
弧
わ
に
な
り
、
す
べ
て
の
差
別
の

根
本
が
、
人
間
の
社
会
構
造
の
延
長
線
上
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
？
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
と
何
時
に
「
Ⅲ
性
兼
別
」
に
つ
い

て
も
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
社
会
櫛
造
の

叩
で
、
「
平
等
施
一
切
」
と
秤
わ
れ
た
阿
弥
陀
仏



Ｅ 可
■

』

－－

の
本
願
が
、
私
の
巾
で
「
平
等
を
求
道
し
よ
う

と
す
る
心
」
と
し
て
、
新
た
に
芽
生
え
た
よ
う

に
感
じ
る
。

「
女
性
案
公
開
術
雁
」
を
実
行
委
典
会
設
立
か

ら
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
「
い
の
ち
」
と
「
性
」

に
つ
い
て
、
私
の
巾
で
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る

こ
と
が
多
く
、
改
め
て
ｎ
Ｊ
を
問
い
血
す
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
方
の
お
話
を
聞
く
こ
と

ち
が

に
よ
り
「
異
い
」
に
つ
い
て
も
考
え
る
時
間
も
増

ち
が

え
て
き
た
。
異
い
の
巾
に
お
い
て
同
一
の
心
を
持

ち
合
わ
せ
て
お
き
た
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
今

同
の
公
開
講
座
で
学
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

壁壁

副
一
■
■

群
需
圃
証

一
劃
将 窯Wi伽窟晦nｍ

「
男
は
つ
ら
い
よ
」
と
い
う
映
川
が
あ
り
ま
し
た

が
「
男
は
つ
ら
い
よ
」
と
同
じ
よ
う
に
「
女
は
つ

ら
い
よ
」
と
・
曇
耐
い
合
う
の
で
は
な
く
、
「
男
も
つ

ら
い
よ
」
「
女
も
つ
ら
い
よ
」
と
話
し
合
え
た
ら
、

く
く
ら
れ
た
中
で
の
満
た
さ
れ
な
い
生
活
も
少
し

は
変
わ
り
、
楽
に
な
れ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

決
し
て
、
男
性
と
女
性
が
全
て
Ⅲ
じ
よ
う
に
と
い

う
の
で
は
な
く
、
性
の
連
う
も
の
同
士
が
、
本
刈

に
私
一
人
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
き
た
い
の
か

を
考
え
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ⅲ
じ
場
所
に
あ
っ
て
も
あ
ま
り
に
身
近
す
ぎ

て
、
語
り
合
う
こ
と
も
な
く
、
当
た
り
前
に
な
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
遠
い
存
在
の
中
に
い
て
、
家
族

の
巾
や
関
わ
り
の
あ
る
人
た
ち
、
火
勢
の
人
の
中

に
い
な
が
ら
孤
独
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
事
が
、
多
く
の
、
死
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

異
な
り
を
唯
き
る
汁
と
の
出
遇
い
か
ら
、
逆
に

唯
き
る
意
味
を
い
た
だ
け
る
。
そ
の
事
は
私
一
人

の
大
事
さ
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
他
の
人
々
の
い
の

ち
の
大
切
さ
も
、
思
い
も
兄
え
て
く
る
の
で
は
と

思
い
ま
し
た
。

私
は
ど
う
生
き
た
い
の
か
を
こ
の
講
座
か
ら
学

び
、
参
加
し
て
下
さ
っ
た
方
に
お
い
て
も
生
活
環

境
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
ｎ
ら
の

歩
み
を
問
い
直
し
聞
き
な
お
し
し
な
が
ら
、
新
た

な
歩
み
を
共
に
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

１９報告３

昨
雛
麗
Ⅷ
賎
棚
誕
灘

お
話
が
あ
っ
た
時
、
教
Ⅸ
内
に
お
い
て
は
時
期
尚

早
で
は
と
の
声
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中

で
始
ま
っ
た
第
一
Ｍ
Ⅱ
の
実
行
委
員
会
は
、
教
区

の
ご
門
徒
さ
ん
も
含
め
て
二
十
八
語
の
構
成
で
開

か
れ
ま
し
た
。
趣
行
説
明
や
識
座
に
向
け
て
の
協

議
の
叩
で
、
ご
門
徒
さ
ん
の
中
に
は
、
「
ｎ
分
た

ち
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
は
」
と
の
意
見
も
あ

り
、
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
巾
で
の
歩
み
出

し
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

公
開
講
座
へ
向
け
て
の
協
議
を
重
ね
て
い
く
う

ち
、
今
ま
で
無
意
識
に
唯
活
し
て
い
た
冊
々
の

様
々
な
伽
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
講
師
の
関
川
久
子
先
生
の
話
を
お
聞
き
し
、

歴
史
的
存
在
の
中
に
女
性
の
あ
り
方
、
男
性
の
あ

り
方
と
し
て
、
何
の
抵
抗
も
な
く
、
幼
い
頃
か
ら

す
り
込
ま
れ
て
き
た
く
く
り
の
現
実
の
叩
で
、
例

え
ば
、
孫
と
の
関
わ
り
の
日
々
、
男
の
子
に
は
「
あ

な
た
は
男
の
子
で
し
ょ
う
」
・
「
男
の
子
だ
か
ら
」
、
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ｆ
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ま
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に
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は
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常
に
強
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、
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前
で
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涙
を
兄
せ
て
は
い
け
な
い
」
等
。
以
前
、
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京都市下京区烏丸通七条上ル常葉町

｢あいあう』
theori9inとは…

この広報誌の紹前であるＩあいあうは、

槻鴬聖人によって,'}かれたi・教行儒証』（顕浄土真実教行証文類）「行巻｣の

｢今みなまた会して､これ共にあい値えるなり」【真淡聖典159風】

という爵雌から端づけられました。

ＴＥＬＯ７５－３７１－９２４７

ＦＡＸＯ７５－３７１－９２２４ ｢巡遇うこと雌し」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炎わされているのでしょう。

Il々 の生活にあって､わたしたちが"ﾉkきる，.ということを勝えたとき、

それは､いろいろな人とﾉlfをかけあってこそ

"ﾉﾋきる”ということがなりたっているといっても過i；ではありません。

しかし、時にそのﾉ{『が届かなかったり、行き違ったり、

そのためにいろいろな川会いをしていながら、

まわりの人を兇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、

|'|然にIi1lきあうことのできるつながりを''1|復していきたい。

『あいあうというＩ錐にはそんな願いがこめられています

r、

藤原勲(ふじわらいさお）

ｏｕＩ･activities

i……女性室の活動…一…………………一………………………！
！【スタッフ派遣】

§〈2009年〉・６月１．１日女性室公開講座鹿児島会場事前スタッフ会への参加

・６月１７日女性室公開講座小松会場スタッフ反省会への参加

・６月１８日女性と仏教東海ネットワーク６月例会への参加

・７月６日女性室公開講座鹿児島会場スタッフ反省会への参加

・９月２日大垣教区主催現代の課題に学ぶ学習会への参加

・１０月１１～１２日第５回日本男性学会議への参加

・１０月１９日女性と仏教･東海ネットワーク例会への参加

・１１月２日女性室公開講座長浜会場事前スタッフ会への参加

・１１月２２日男性相談実務講座への参加

・１２月７日女性室公開講座長浜会場事前スタッフ会への参加《
Ｌ

お''あう

後記一
ｅｄｉｔｏｉ－ｌｓｎｏｔｅｇ

先輩である前任者から声を掛けて頂

いたことを縁に女性室スタッフになりま

した。スタッフを受諾したものの､私の

中に｢女性室」に関わることへの「違和

感」を抱えています。「男性の私が女性

室？」そんな感じでしょうか｡初めての

会議に寄せてもらった時、「女性室」に

は人がいました。「女性室」は｢人間

室」なのかも？そんな感想を持ちなが

ら、違和感を味わい歩んでいきたいと

考えています｡今後ともよろしくお願い

します６

新スタッフ紹介
ＮｅｗＳｔａｆｆ

女性室の担当になり今まで気にも止めなかった言葉が気に

なりはじめた。それは、「奥さん」という言葉である。「あ

なたの奥さん…」などと普通に使っている。男女平等、男女

平等参画と言いながらも、言葉の持つ差別性に疎い。

「女性室」では「つれあい」と呼ぶといいと教えてもらった

が、どうも'慣れないから使いにくい。辞書で「奥さん」を引

くと「他人の妻に対する軽い敬称」とあり、辞書からは差別

性は感じられない。日常生活においても一般的に多く使われ

ているので、相手も違和感なく受け入れていると思ってい

る。しかし、その言葉の持つ背景を知るとそこで本当に使っ

ていいのかどうかふと迷ってしまう。

ちょっとしたことでも「女性室」の取り組みを通して気付

かされることが多い。

もっともっと女性室スタッフの皆さんと一緒に学んでい

きたい。 （樋口浩史）


