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私
は
女
性
室
が
作
ら
れ
て
き
た
経
緯
は
十
分
に
は
知
ら
な
い
わ
け

で
す
が
、
決
し
て
宗
門
の
中
か
ら
湧
き
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
に
男
女
共

同
参
画
が
言
わ
れ
て
、
女
性
の
人
権
が
社
会
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ

た
時
に
、
そ
れ
を
宗
門
の
中
で
も
、
と
い
う
形
で
始
め
ら
れ
た
も
の

で
す
。
そ
う
思
う
と
私
た
ち
は
、
七
百
年
あ
ま
り
親
蝋
聖
人
の
教
え

を
伝
え
て
き
な
が
ら
、
教
え
の
中
に
は
女
性
解
放
の
視
点
は
な
か
っ

た
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
親
鴬
聖
人
の
思
想
を
全
く

欠
落
し
た
形
で
伝
え
て
き
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

内
発
的
な
問
題
と
し
て
女
性
の
問
題
が
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
女
性
室
が
で
き
た
意
義
と
と
も
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
す
。
部
落
差
別
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
部
落
の
人
た
ち
の

解
放
を
求
め
る
声
の
中
で
初
め
て
仏
教
の
中
に
あ
る
部
落
差
別
の
問

題
が
見
え
て
き
ま
す
し
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
が
そ
こ
に
見
え
て
く
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
が
求
め
て
い
た
も
の
と
、
そ
れ
を
伝
え
て
き

た
も
の
の
間
に
大
き
な
変
質
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

PLIblにＬ量こtUr量

中
か
ら
湧
壷
一
起
こ
っ
て
こ
な
か
っ
た
問
窪

女性室公開講座
～なにが受け継がれてきたのか、

画
一型

二
○
二
年
五
月
十
日
、
女
性
室
公
開
講

座
が
「
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
」
を
テ
ー
マ

に
、
真
宗
本
廟
の
向
か
い
に
あ
る
総
会
所
で

開
か
れ
ま
し
た
。
講
師
の
梶
原
敬
一
さ
ん
（
姫

路
医
療
セ
ン
タ
ー
医
師
・
教
学
研
究
所
嘱
託

研
究
員
）
は
、
今
ま
で
教
学
と
し
て
伝
え
て

き
た
も
の
の
中
に
は
女
性
解
放
の
視
点
は
な

か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
今
後
宗
門
の
中
で

男
性
と
女
性
の
問
題
を
ど
う
問
う
て
い
く
の

か
と
い
う
こ
と
を
お
話
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
尾
畑
潤
子
さ
ん
（
三
重
教
区
員

弁
組
泉
称
寺
衆
徒
）
と
平
田
玲
子
さ
ん
（
奥
羽

教
区
秋
田
県
中
央
組
浄
目
寺
住
職
）
を
加
え

て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
「
変
成
男
子
」

の
和
讃
や
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
を
女
性
の

視
点
で
読
む
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
意
見
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。

ひ
と
ひ
と

ま
た
来
場
者
全
員
で
「
女
と
男
の
あ
い
あ

う
カ
ル
タ
」
が
行
わ
れ
、
日
々
の
暮
ら
し
の

中
に
あ
る
差
別
問
題
が
和
や
か
な
雰
囲
気
の

中
で
語
ら
れ
ま
し
た
。
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よ
う
や
く
近
代
に
な
っ
て
教
学
の
中
で
、
浄
土
と
は
こ
の
世
を
超

え
る
の
で
は
な
い
、
こ
の
世
に
超
え
出
る
の
だ
と
押
さ
え
ら
れ
て
き

て
い
る
。
し
か
し
、
な
お
女
性
の
問
題
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
差
別

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
外
か
ら
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
教
団
の
体
質
と
い
っ
て
も
仕
方
が
な
い
現
実

で
す
。
女
性
住
職
に
ま
つ
わ
る
一
番
の
問
題
は
、
女
性
の
問
題
と
い

う
よ
り
寺
を
い
か
に
続
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
寺
を
継
ぐ
と
い
う
の
は
、
法
義
を
相
続
す
る
こ
と
で
す
。

法
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
が
果
た
し
て
親
か
ら
子
な
の
か
と
い
う

こ
と
は
、
親
驚
聖
人
以
来
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。
恵
信
尼

と
親
鴬
聖
人
の
夫
婦
の
あ
り
方
を
理
想
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
族
の
中
で
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
思
い
込
ん
で
き
た
歴

史
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

親
驚
聖
人
は
聖
の
人
で
あ
り
ま
す
。
民
衆
の
中
に
消
え
て
い
っ
た

人
の
こ
と
を
聖
の
人
と
呼
ぶ
ん
で
す
。
決
し
て
上
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
親
鴬
聖
人
の
最
終
的
な
確
か
め
は
、
自
分
自
身
を
凡
夫
と
確
か

め
た
上
で
、
そ
の
凡
夫
で
あ
る
か
ら
こ
そ
往
生
で
き
る
と
押
さ
え
ら

れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
凡
夫
と
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
生

き
る
の
か
、
人
と
人
が
ど
の
よ
う
に
出
あ
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

／

な
の

私
た
ち
は
浄
土
真
宗
を
名
告
っ
て
い
ま
す
が
、
浄
土
と
は
一
体
何

か
と
確
か
め
る
こ
と
な
く
、
た
だ
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
だ
け
を
救

い
だ
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
が
一
番
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。
浄
土
に
往
生
し
た
ら
人
間
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な

っ
て
救
わ
れ
る
の
か
、
現
実
の
中
に
あ
る
人
間
関
係
そ
の
も
の
を
問

う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
の
で
す
。
浄
土

に
は
、
女
人
と
根
欠
と
二
乗
が
な
い
と
聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
三
つ
が
な
い
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
差
別
す
る
心
を
否
定
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
差
別
さ
れ
て
い
る
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
女
人
を
女
人
、
根
欠
を
根
欠
、
二
乗

を
二
乗
と
し
て
差
別
す
る
心
を
浄
土
は
嫌
い
そ
し
る
と
い
う
形
で
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
世
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
が

『
浄
土
塞
迦
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

い
と

差
別
す
る
心
を
厭
う
と
い
う
こ
と
が
浄
土
の
は
た
ら
き
と
し
て
押

さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
た
だ
単
に
差
別
の
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、

み
ん
な
が
平
等
に
自
由
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
を
求
め

て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
実
を
問
う
、
差
別
し

て
い
る
自
分
自
身
を
問
う
と
い
う
こ
と
が
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

浄
土
と
現
実
と
が
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
れ
を
教
学
だ
と
押
さ
え
て
き

た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

現
実
を
問
う
と
い
う
こ
と
が
よ
う
や
く
宗
門
の
中
に
入
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
明
治
以
降
宗
門
が
世
俗
と
の
関
係
の
中
で
苦
し
ん
だ

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
い
ま
だ
に
真
宗
の
課
題
は
、
信
心
の
課

題
と
し
て
差
別
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
言
い
き
れ

な
い
状
況
が
残
っ
て
い
る
。
今
も
っ
て
浄
土
の
課
題
を
現
実
の
も
の

と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
ん
で
す
。
浄
土
と
稔
土

と
が
別
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
親
驚
聖
人
の
最
終
的
な
確

浄
土
と
は

~

法
を
継
暑
こ
と

い
と

女
勇
一
迂
厭
一
つ

か
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

女
性
の
問
題
を
語
る
と
き
に
一
番
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
が

女
身
と
い
う
問
題
で
す
。
親
驚
聖
人
が
女
身
と
い
う
時
に
、
身
と
は

-鐸霞了

関
係
を
表
す
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
肉
体
を
あ
ら
わ
す
わ
け
で
は

な
い
。
身
を
厭
悪
す
る
と
は
、
関
係
を
厭
う
わ
け
で
す
。
自
分
が
女

身
と
い
う
役
割
を
果
た
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
を
厭
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
坊
守
や
住
職
と
い
う
役
割
が
、
親
鴬
聖
人
が
言
わ
れ

た
浄
土
の
関
係
を
表
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し

ょ
う
。
親
驚
聖
人
は
、
女
性
と
い
う
役
割
の
中
に
人
間
そ
の
も
の
が

見
失
わ
れ
、
主
体
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
確
か
め
ら
れ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
と
は
人
間
の
尊
厳
を
確
か
め
、
そ
こ
に
本

当
に
平
等
な
関
係
が
つ
く
ら
れ
、
い
の
ち
が
い
の
ち
を
感
覚
し
、
い

の
ち
の
声
を
聞
き
、
い
の
ち
の
光
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
世
界
だ
と

言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
の
は

私
た
ち
自
身
の
有
り
様
な
の
で
す
。
そ
れ
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
あ
る
い
は
変
え
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
が
、

親
駕
聖
人
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

男
女
と
い
う
役
割
を
超
え
て
い
く
の
は
念
仏
以
外
に
な
い
。
超
え

た
姿
が
凡
夫
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
苦
悩
は
消
え
な
く
て
も
、
ど
ん

な
に
つ
ら
い
人
生
で
あ
っ
て
も
、
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
と
い
え
る

じ
よ
う
も
つ

の
が
、
常
没
の
凡
夫
人
が
大
浬
盤
を
証
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
孤
独

な
苦
悩
で
は
な
い
、
共
な
る
苦
悩
を
得
た
も
の
だ
け
が
喜
び
に
変
わ

る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
に
夫
婦
が
、
あ
る
い
は
親
子
が
変
わ
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
女
性
室
の
一
番
の
課
題
で
し
ょ
う
。

女
性
が
単
に
社
会
的
男
女
、
男
性
女
性
の
権
利
の
問
題
で
あ
れ
ば
こ

れ
は
も
う
、
制
度
と
し
て
き
ち
っ
と
直
せ
ば
良
い
だ
け
で
す
。
親
撒

聖
人
は
、
差
別
し
続
け
て
い
て
は
人
間
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
に
気
づ

い
た
時
に
、
そ
の
声
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
声
を
聞
き
取

る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
ん
だ
と
確
か

め
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

（
次
頁
へ
）
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差
別
者
の
自
覚
が
な
い
者
に
念
仏
の
声
は
聞
こ
え
な
い
で
し
ょ

う
。
差
別
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
げ
た
声
は
自
分
が
あ
げ
た
ん
じ
ゃ
な

い
。
自
分
の
い
の
ち
が
あ
げ
た
声
で
す
。
そ
の
声
を
自
分
の
声
だ
と

聞
き
間
違
え
た
ら
念
仏
が
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
難
し
い
。
だ

か
ら
ど
こ
ま
で
も
聞
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
寺
の

方
々
は
善
人
で
す
。
自
分
自
身
の
中
の
悪
人
の
自
覚
、
差
別
す
る
者

で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
差
別
を
憎
む
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
差
別
さ
れ
る
者
の
立
場
で
は
善
人
の
運
動
で
す
。

て
ん
宝
く
じ
失
う
ぜ
ん

だ
か
ら
宗
祖
は
、
「
転
悪
成
善
」
（
悪
を
転
じ
て
善
と
な
す
）
と
言
う
。

悪
か
ら
始
ま
る
善
が
あ
る
ん
だ
と
言
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
と

し
て
運
動
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。
女
性
が
自
分
が
差
別
さ
れ
る

こ
と
に
お
い
て
、
自
分
の
中
に
あ
る
差
別
心
と
は
何
か
と
問
い
直
し
、

「
正
義
」
か
ら
「
無
義
」
に
変
え
て
い
く
よ
う
な
運
動
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
「
正
義
」
と
「
無
義
」
と
は
自
分

自
身
の
中
の
善
、
正
義
を
自
覚
す
る
の
か
、
悪
を
自
覚
す
る
の
か
と

い
う
違
い
と
し
て
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

／

南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
声
な
き
者
の
声
で
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀

仏
に
よ
っ
て
い
の
ち
が
叫
ぶ
。
私
た
ち
が
い
の
ち
を
見
失
っ
て
い
る

か
ら
い
の
ち
が
叫
ん
で
る
ん
で
す
。
そ
の
い
の
ち
の
叫
び
を
聞
き
取

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
自
分
自
身
が
差
別
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
差
別
を
超
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
思
い
が
湧
き
起
こ
っ
て
来
る
者
こ
そ
凡
夫
で
あ
り
ま
す
。
念

仏
と
は
決
し
て
差
別
さ
れ
て
い
る
者
が
、
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

抗
議
す
る
声
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
差
別
し
て
い
る
者
が
差
別

し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
痛
み
の
声
と
し
て
上
げ
て
い
る
声
で
す
。

そ
の
痛
み
の
声
が
な
け
れ
ば
念
仏
は
念
仏
に
な
り
ま
せ
ん
。

百
年
あ
ま
り
の
近
代
教
学
に
あ
っ
て
、
自
分
自
身
の
差
別
し
て
き

た
声
が
、
具
体
的
に
そ
の
差
別
し
て
い
る
対
象
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
が
中
々
見
え
な
い
。
真
宗
の
話
を

聞
き
な
が
ら
、
自
分
が
何
を
差
別
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
気

づ
か
な
い
か
ら
で
す
。
差
別
さ
れ
た
者
の
声
に
応
え
う
る
の
は
、
差

別
を
し
て
い
る
自
覚
だ
け
で
す
。
自
分
の
中
に
あ
る
差
別
す
る
気
持

ち
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
自
分
の
生
活
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
夫
婦
の
関

係
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

や
や
も
す
る
と
、
虐
げ
ら
れ
た
人
は
自
分
の
解
放
を
求
め
る
声
に

負
け
て
し
ま
い
ま
す
。
親
鷲
聖
人
は
「
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
「
無
義
」
と
は
虐
げ
ら
れ
た
者
が
自
分
自
身
の
解

放
を
求
め
る
声
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ
の
自
由
を
求
め
て
い
る

声
を
自
分
自
身
で
本
当
に
聞
い
て
い
る
の
か
・
そ
の
声
を
ゆ
が
め
て
、

自
分
の
中
の
聞
き
た
い
も
の
だ
け
を
聞
き
取
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

無
義
を
も
っ
て
義
と
す

言
な
き
者
⑩
声

『 ば
、
そ
れ
は
「
無
義
」
を
「
正
義
」
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
「
正
義
」

に
し
て
し
ま
う
と
「
無
義
」
の
力
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す

か
ら
解
放
を
求
め
て
声
を
あ
げ
る
者
は
、
そ
の
声
に
よ
っ
て
自
分
自

身
の
差
別
す
る
心
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
自
分
自
身
の

「
正
義
」
を
「
無
義
」
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
仏
法
を
通
し

て
自
ら
を
問
い
、
自
ら
を
問
う
こ
と
を
通
し
て
仏
法
が
仏
法
に
な
っ

て
い
く
こ
と
が
、
仏
法
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
仏

法
が
寺
と
い
う
家
庭
の
中
で
作
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
家
庭
を
通
し
て
本
当
の
仏
法
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
苦
闘
の

背
景
が
あ
っ
て
初
め
て
寺
で
仏
法
が
聞
け
る
。

善
人
が
畠
悪
人
へ

'戸、

親
鴬
聖
人
は
〃
ね
ん
ご
ろ
の
心
″
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分

も
含
め
て
人
間
そ
の
も
の
が
悲
し
み
に
よ
っ
て
包
ま
れ
た
時
に
世
界

は
よ
み
が
え
る
、
そ
の
こ
と
を
念
仏
が
教
え
て
い
る
の
だ
と
思
う
の

で
す
。
そ
れ
は
共
に
聖
教
を
読
み
な
が
ら
念
仏
し
て
い
く
道
が
始
ま

る
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
女
性
が
男
性
と
同
じ
よ
う

に
住
職
を
職
業
的
な
も
の
と
し
て
狸
得
し
て
も
何
に
も
そ
こ
か
ら
始

ま
る
も
の
は
な
い
。
寺
の
封
建
的
体
質
は
残
る
。
社
会
に
対
し
て
害

悪
で
す
。
寺
が
人
間
の
自
由
を
識
う
限
り
、
自
由
を
狸
得
す
る
場
所

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
と
一
緒
に
考
え

悩
ん
で
い
く
よ
う
な
寺
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
、
女
性
室
が
生
ま

れ
た
意
味
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
家
族
と
し
て
経
済
的
に
生
活
を
共

に
し
て
い
る
寺
と
、
仏
法
が
伝
え
ら
れ
る
場
と
し
て
の
寺
と
を
区
別

す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
本
当
の
意
味
で
念

仏
が
生
ま
れ
、
聞
こ
え
て
く
る
場
所
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
念
仏
に
よ
っ
て
家
族
の
あ
り
方
が
変
わ
る
時
に
、
初

め
て
社
会
の
声
に
よ
っ
て
動
き
始
め
た
女
性
の
問
題
が
宗
門
の
課

題
、
仏
法
の
問
題
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
谷
派
に
は
大
谷
派
の
役
割
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
の
価
値
観
に
よ
っ

て
社
会
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
社
会
に
対
し
て
働
き
か
け
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
社
会
の
要
請
に
応
え
る
だ
け
の
宗
教
で
は

駄
目
な
の
で
す
。
本
当
の
問
題
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
社
会
に
返
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
女
性
室
の
あ
り
方
や
教
学
の
あ
り

方
を
考
え
て
い
く
上
で
一
つ
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
お
話
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
（
抄
録
）

女
性
室
が
生
ま
れ
た
意
味

女1隣室公開講座０４
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ｃ
尾
畑
梶
原
先
生
の
お
話
を
お
聞
き
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
住

職
や
坊
守
と
し
て
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
と
思

い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
坊
守
会
な
ど
で
、
親
繍
を
支
え
た
良
き
坊
守

像
と
し
て
の
恵
信
尼
を
男
性
た
ち
か
ら
聞
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
恵

信
尼
像
に
違
和
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
疑
問
の
声
を
上
げ

ら
れ
な
い
ま
ま
聞
い
て
き
た
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
観

い
だ
い
け

経
』
に
つ
い
て
も
、
息
子
に
背
か
れ
て
苦
悩
す
る
一
二
提
希
か
ら
発
せ

ら
れ
る
悲
し
み
の
言
葉
を
、
多
く
の
場
合
、
男
性
た
ち
は
三
提
希
の
愚

見
義
女
性
室
で
は
、
男
性
と
女
性
が
本
当
の
意
味
で
出
あ
い
た

い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
「
男
女
両
性
で
形
づ
く
る
教
団
」
を
目
指

し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
制
度
機
構
や
歴
史
を
問
い

直
す
歩
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。
今
日
は
こ
う
し
た
歩
み
を
共
に
し
て

き
た
お
二
人
の
方
か
ら
今
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
話
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 シンポジウム

●
パ
ネ
リ
ス
ト
梶
原
敬
一
さ
ん
尾
畑
潤
子
さ
ん
平
田
玲
子
さ
ん

●
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
見
義
悦
子
（
女
性
室
ス
タ
ッ
フ
）

痴
と
言
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
〃
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
？
〃

そ
ん
な
思
い
を
持
ち
な
が
ら
も
、
語
る
男
性
、
聞
く
女
性
（
坊
守
）

と
い
う
枠
組
み
か
ら
私
た
ち
女
性
は
自
由
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
今

も
そ
う
で
す
が
。

そ
こ
で
四
年
前
か
ら
、
三
重
の
女
性
た
ち
と
》
・
観
経
』
を
読
み
始

じ
ぜ
つ
よ
う
ら
く

め
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
例
え
ば
、
「
自
絶
理
路
」
の
理
路
と
は
、
「
イ

ン
ド
に
お
い
て
王
公
貴
人
は
装
身
の
具
と
し
て
理
路
を
用
い
る
」
（
望

月
仏
教
大
辞
典
５
）
と
い
う
言
葉
に
出
あ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
身

分
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
童
提
希
は
逃
げ
出
す
こ
と
も

諦
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
苦
し
み
の
た
だ
中
で
、
お
釈
迦
様
を
目
の

前
に
し
て
、
国
王
の
妃
（
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
）
の
象
徴
で
あ
る
理
路
を

自
ら
絶
っ
た
。
そ
れ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
決
別
を
意
味
し
、
三
提

希
が
仏
教
の
平
等
の
教
え
に
出
あ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
読
み
方
は
間
違
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
言
葉
に
出
さ
な
け
れ
ば
間
違
い
は
間

霧一鰯
一毎浬 霧

MーIE,上

肩
叫
避
ユ
ー

暇

藤
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Ⅱ

違
い
だ
と
わ
か
ら
な
い
。
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違

い
を
恐
れ
ず
、
ま
ず
読
ん
で
み
る
こ
と
が
大
事
か
な
と
今
思
っ
て
い

ま
す
。

０５女性室公開講座
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一
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●
平
田
私
は
小
さ
い
時
か
ら
一
女
は
ど
う
せ
外
に
出
る
の
だ
か
ら
、

お
寺
の
こ
と
は
知
ら
な
く
て
も
い
い
」
と
言
わ
れ
て
育
ち
ま
し
た
。

そ
れ
に
反
発
し
て
仏
教
美
術
史
を
専
攻
し
た
の
で
す
が
、
跡
継
ぎ
の

は
ず
の
弟
が
住
職
に
な
る
の
を
嫌
っ
て
歯
医
者
に
な
り
、
寺
か
ら
出

て
い
き
ま
し
た
の
で
、
三
年
前
、
急
遥
私
が
住
職
と
な
り
ま
し
た
。

去
年
女
性
室
主
催
で
「
女
性
住
職
の
集
い
」
が
開
か
れ
、
全
国
か
ら

約
三
十
人
が
集
ま
り
、
様
々
な
苦
労
や
悩
み
を
夜
を
徹
し
て
話
し
あ

い
ま
し
た
。
ど
こ
の
地
で
も
女
性
住
職
は
珍
し
が
ら
れ
、
住
職
が
勤

ま
る
の
か
と
い
う
疑
い
の
眼
で
見
ら
れ
ま
す
。
ご
葬
儀
の
時
の
和
讃

は
男
性
用
、
女
性
用
と
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
女
性
が
亡
く
な
っ
た

へ
ん
じ
よ
う
な
ん
し

最
期
に
「
変
成
男
子
の
願
を
た
て
」
と
読
む
の
は
、
そ
の
女
性
の
人

生
を
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
悲
し
い
思
い
が
す
る
の
で
読
め
な
い

と
い
う
話
も
多
く
聞
き
ま
し
た
。
男
性
の
住
職
の
中
に
は
「
こ
の
和

讃
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
女
性
と
い
う
の
は
男
性
よ
り
劣
っ
て
い
る

の
だ
」
と
言
う
人
さ
え
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
的
な
差
別
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
皆
さ
ん
に
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ご
し
皇
う
さ
ん
し
よ
う

●
尾
畑
「
変
成
男
子
」
の
和
讃
と
か
「
五
障
一
一
一
従
」
の
お
文
は
、

聞
い
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
辛
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
思
い
を
大
事
に
し
て
、
自
分
自
身
は
読
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
な
ぜ
女
性
の
救

済
と
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
「
女
性
室
」

で
始
ま
っ
て
い
る
取
り
組
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
も
始
め
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。



《ﾛ、 ③
尾
畑
以
前
、
女
性
の
牧
師
さ
ん
か
ら
「
聖
書
を
読
む
時
に
ど
う

い
う
視
点
、
だ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
読
む
の
か
、
そ
の
視
点
に
よ
っ

て
は
必
ず
女
性
を
解
放
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
取
れ
る
は
ず
」
と

教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
女
性
た
ち
で
経
典
を
読
む

と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
経
験
で
す
か
ら
、
そ
の
時
に
、
一
緒

に
読
む
仲
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
力
に
も
な
る
し
、
い
ろ
ん
な
視

点
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

じ
よ
》
つ
’
も
つ

あ
る
と
。
「
常
没
の
凡
夫
」
の
没
と
い
う
の
は
世
間
に
、
家
庭
に
ど
っ

ぷ
り
漬
か
る
事
で
す
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
な
お
か
つ
道
が
開
け
て
い

く
の
が
本
当
の
意
味
で
の
念
仏
の
道
で
す
。
家
庭
に
縛
ら
れ
る
と
か

縛
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
関
係
な
く
な
る
こ
と
が
転
ず
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。

苦
労
ば
か
り
の
人
生
が
無
駄
で
は
な
か
っ
た
と
転
ず
る
。
女
性
の

細
と
し

人
生
を
瞳
め
る
た
め
で
は
な
く
、
讃
え
る
た
め
だ
と
思
い
ま
す
。
一

番
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
第
十
八
願
で
す
。
念
仏
申
し
て
そ
の
念

仏
に
信
と
い
う
も
の
が
頂
け
る
か
ど
う
か
、
そ
の
一
点
に
か
か
っ
て

い
て
、
性
差
は
関
係
な
い
。
そ
こ
が
中
心
に
な
っ
た
上
で
差
別
の
問

題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

儀
式
で
男
性
の
優
越
性
を
言
お
う
と
す
る
男
性
は
ま
っ
た
く
仏
法

を
説
く
資
格
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
住
職
を
支
え
て
き
た

坊
守
さ
ん
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
死
者
を
悼
む
心
を

も
っ
て
ど
ん
な
和
讃
を
あ
げ
る
か
一
緒
に
考
え
て
い
け
ば
い
い
と
思

い
ま
す
。

③
平
田
女
性
の
立
場
で
こ
の
よ
う
な
公
開
の
場
で
話
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
男
女
の
あ
り
方
を

も
っ
と
多
く
の
方
が
語
り
あ
い
、
信
仰
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。

r，
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●
梶
原
「
変
成
男
子
」
の
願
は
男
女
の
優
劣
の
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
三
提
希
が
理
路
を
断
つ
こ
と
は
女
身
を
厭
悪
し
た
姿
だ
と
思

あ
じ
ゃ

い
ま
す
。
女
性
が
『
観
経
』
を
読
ん
だ
ら
、
一
二
提
希
に
と
っ
て
阿
闇

せ世
の
救
い
が
最
も
大
き
な
課
題
と
し
て
流
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
と
思
い
ま
す
。
「
い
つ
つ
の
さ
わ
り
」
は
王
と
な
る
力
が
な
い

震
す
ら

と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
に
は
強
さ
が
必
要
だ
と
い
う
一
」
と
で
す
。
丈

お夫
の
心
を
持
っ
た
者
で
な
い
と
菩
薩
の
道
を
歩
け
な
い
と
。
と
一
」
ろ

が
強
さ
の
な
い
情
け
な
い
人
間
で
も
救
わ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
の
が
浄
土
の
道
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
弱
さ
と
し
て
あ
る
よ
う
な
も

の
が
往
く
の
だ
と
言
っ
た
時
に
、
女
性
の
身
を
転
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
始
ま
っ
て
い
く
道
こ
そ
が
人
間
の
救
い
だ
と
親
鴬
聖
人
は
言
っ
た

ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

男
性
は
女
性
で
は
な
い
分
だ
け
、
も
う
ひ
と
つ
困
る
ん
で
す
。
三

提
希
は
阿
闇
世
を
通
し
て
悪
人
を
生
き
た
人
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
女
身
の
問
題
を
考
え
る
時
に
母
親
と
し
て
子
ど
も
に
か
け
る
愛
情

が
か
え
っ
て
子
ど
も
を
束
縛
し
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
自
分
が
束
縛
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
一
生
懸
命
子
育
て
を
し
て
何
に
も
な

ら
な
か
っ
た
人
生
が
転
ぜ
ら
れ
る
、
変
わ
っ
て
い
く
。
「
女
身
を
厭

悪
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
は
発
菩
提
心
の
始
ま
り
で
す
。
男
も
男
で
あ

る
こ
と
を
厭
悪
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
男
性
の
場
合
は

「
王
た
ら
ん
」
と
す
る
権
力
欲
、
名
誉
欲
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
は
女
性
も
男
性
も
権
利
欲
や
名
誉
欲
も
あ
る
し
、
政
治
も

女
性
の
方
が
向
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
性
の
差
よ
り
個
人
の
差

が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
性
の
差
に
押
し
込

め
よ
う
と
す
る
の
は
今
ま
で
権
益
を
も
っ
て
き
た
男
性
で
す
が
、
そ

れ
は
も
う
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

仏
道
を
求
め
て
い
く
者
は
家
庭
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
の
が
昔
の
教
え
で
し
ょ
う
が
、
親
撒
聖
人
は
そ
う
は
言
っ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
家
の
中
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
も
の
も

Ｆ
ｑ

蕊蕊
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カルタとりの後の話し合いが楽しかったです。

もう少しカルタの中に、めざす世界、

浄土の内容などが女性・男性に関わるものとして

取り上げられていたら良かったと思います。

変成男子の和讃は、私も女性として

感情的には受け付けないものがあります。

でも次の段階として、聖教の学びを

深めることが必要だと思いました。

）

０７女性室公開講座

変成男子。女人成仏のシンポのすれ違いには考えさせられた。

女性は女性のまま、男性は男性のまま、

そのままで往生ということはない。

｢転」ということが核心にあると思うが、

そのことはどうなのか。

戦時教学の問題も踏まえて考えたい。

露シー

鋤 基調講演の梶原先生のお話が聞きたくて来ました。

住職そして坊守の責任もちゃんとおっしゃったのが

良かったです。

シンポジウムでは、女性参加者の思いが

梶原先生のおつしやりたいこととずれていました。

それだけ女性が置かれている現実が厳しいのですが、

少し残念でした。

私はキリスト教の信徒です。本日の講演を通し、

キリスト教会にも全く同様に当てはまる問題点が

あると思わされています。

寺は平日の方が出やすいということはありますが、

今の若い方は働いているので、一緒に聞けないのが残念に思いました。

声に出せる場が地方にも増えればと思いました。

‘謬露!＃
思いは、いっぱいもっている人はいるのですが、

場がない、知らないということがあると思います。

タ沙

宗門が性差別に対して取り組みをはじめて、

やっと宗門の課題になったのだとうれしく思いましたが、

単純に喜べないものを日々感じます。

最近は少しづつ女性たちも声を

男眺…性た這槙剣,二｜雲霧
あげるようになったのですから、

耳を傾けなければいけないと思います。

可

基調講演は女1性の方がよかったのではないでしょうか。

カルタはとてもよいですね。

■

一三一

いろいろな考え方、女'性の歴史など、

あわせて考えられる時間でした。

男の立場、女の立場、声に出して言うということは

健康的だと思います。

いろいろな地域に広がっていけばと念じます。

そして、単に宗門の問題だけでなく、

社会への問いかけとなって拡がって

いけば良いと思います。

私自身も声を出していきたいし、

声を出せない女'性の声も聞いていきたい。

参加者は性差別に問題意識のある方が多いと思いますが、

むしろ性差別に関心のない方に、

いかに関心を持ってもらうのかが

大事なのではないでしょうか。

ジェンダーカルタは楽しかったです。

教区でも是非やりたいと思います。

『
４

〃

参

の

加

声

者

イフワ一億



。
）
月
刊
日
の
震
災
に
つ
い
て
、
『
同
朋
新
聞
』
に
載
っ
た

高
史
明
さ
ん
の
言
葉
を
読
ん
で
、
仙
台
か
ら
来
ら
れ
た
方
が

い
ま
し
た
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
地
震
の
様
子
や
、
体

育
館
で
の
避
難
生
活
を
送
る
困
難
さ
を
切
々
と
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
時
折
、
古
い
総
会
所
の
戸
が
風
で
ガ
タ
ガ
タ
と
揺

れ
る
度
に
、
そ
の
身
が
反
応
す
る
様
子
を
見
て
地
震
の
恐
ろ

し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
人
間
に
必
要
な
の
は
、
物

資
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
人
を
生
か
す
言
葉
で
あ
る

こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
草
野
龍
子

総
会
所
の
雰
囲
気
と
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
は
人
と
人
を
つ
な

ぐ
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
年
配
の
女
性
が
、
自

分
の
父
親
を
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
せ
、
弟
か
ら
「
姉
さ
ん

は
定
年
退
職
し
て
ひ
と
り
暮
ら
し
な
の
に
、
な
ぜ
お
父
さ
ん

の
世
話
を
し
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
非
難
を
受
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
切
々
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
の
生
活
の

中
で
の
関
係
な
ど
で
、
親
子
と
い
え
ど
も
、
老
い
た
父
親
を

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
い
ら
だ
ち
。
そ
ん
な
彼
女
が
、

「
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
方
に
、
こ
ん
な
に
自
分
の
こ
と
を

話
し
た
の
は
今
ま
で
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
、
「
老

人
ホ
ー
ム
の
代
金
を
支
払
う
の
も
立
派
な
介
護
だ
と
思
い
ま

す
よ
」
と
話
し
ま
し
た
。
帰
っ
て
い
く
彼
女
の
足
取
り
が
少

し
で
も
軽
く
な
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
し
た
。

岩
根
ふ
み
子

解
放
運
動
推
進
本
部
で
は
、
宗
祖
親
鴬
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
期
間
中
（
二
○
二

年
三
月
十
二
日
～
五
月
二
十
八
日
）
、
総
会
所
で
「
カ
フ
エ
あ
い
あ
う
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
部
落
差
別
問
題
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
・
性
差
別
問
題
・
死
刑
制
度
な
ど
、
同
朋

社
会
の
顕
現
を
め
ざ
し
た
大
谷
派
の
解
放
運
動
と
非
戦
・
平
和
の
歴
史
に
つ
い
て
の
パ
ネ

ル
を
展
示
し
ま
し
た
。
カ
フ
ェ
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
な
ど
が
無
料
で
ふ
る

ま
わ
れ
ま
し
た
。
女
性
室
ス
タ
ッ
フ
は
来
場
者
へ
の
飲
み
物
の
提
供
や
性
差
別
問
題
の
解

説
と
い
う
形
で
協
力
し
ま
し
た
。
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
八
千
人
を
超
え
る
人
た
ち
と

ど
の
よ
う
な
出
あ
い
が
あ
っ
た
の
か
、
女
性
室
ス
タ
ッ
フ
が
報
告
し
ま
す
。

》
圧
文
を
間
違
え
な
い
か
と
心
配
し
つ
つ
、
初
め
て
カ
フ
ェ
の

カ
ウ
ン
タ
ー
の
中
に
立
ち
ま
し
た
。
私
の
前
で
語
り
出
す
人
た

ち
の
言
葉
は
、
そ
の
人
の
生
き
ざ
ま
の
一
端
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
ま
し
た
。
自
然
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
り
、
苦
悩
に
共
感
し
た

り
、
出
あ
え
た
数
だ
け
心
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
ま
し
た
。
「
人
間
」

の
有
り
さ
ま
が
本
当
に
よ
く
見
え
る
場
で
し
た
。
お
店
で
カ
ウ

ン
タ
ー
の
内
側
に
い
る
方
々
の
す
ご
さ
に
は
じ
め
て
気
づ
い
た

機
会
で
し
た
。
語
ら
れ
る
言
葉
を
黙
っ
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
耳
を
傾
け
る
姿
勢
は
、
寺
と
い
う
場
に
お
い
て
も
大
切
な
姿

勢
と
し
て
重
な
っ
た
こ
と
で
す
。
見
義
悦
子

一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
か
ら

、
域
ノ
エ
あ
い
あ
う
で
出
あ
っ
に
）
と

『。

コーヒーから０８

一 一

ｒ－
Ｌ



:１１

０９－杯のコーヒーから

ある日のカフェ
ｂｙつちやよしふみ

家
族
と
の
関
係
を
嘆
く
お
ば
あ
さ
ん
や
、

昔
の
手
柄
話
を
語
る
お
じ
い
さ
ん
。
答
え
を

出
す
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
話
を
う
ん
う
ん

と
聞
い
て
い
る
祖
母
。
そ
れ
が
私
の
子
ど
も

の
頃
の
寺
の
日
常
で
し
た
。
今
思
え
ば
、
生

活
の
場
で
抱
え
込
ん
だ
愚
痴
を
安
心
し
て
こ

ぼ
せ
る
唯
一
の
場
所
が
寺
だ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
誰
が
来
て
も
い
い
と
こ
ろ

が
確
か
に
あ
り
ま
し
た
。
「
カ
フ
ェ
あ
い
あ

う
」
っ
て
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
た
名
前
で
す
が
、

ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
「
お
て
ら
」
の
原
風
景
に

回
帰
す
る
場
所
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

本
多
祐
徹

縦た‘妾

７
Ｆ
マ
ー
鯉

識謡１
え
え
、
も
ち
ろ
ん
で
す
！

な
ん
と
い
っ
て
も

単
身
赴
任
で
す
か
ら
。 ２１

一

蝋ｆ職
ま
あ
。Ｉ

ｌ１ｆＥ

｜
誰
と
も
話
さ
な
い
日
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
寂
し
い
」
と
カ
ウ
ン

タ
ー
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
語
っ
た
の
は
印
代
半
ば
の
１
人
暮

ら
し
の
男
性
で
し
た
。
私
は
何
と
返
事
を
し
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
食
事
は
コ
ン
ビ
ニ
で
買
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
炊
飯

器
は
持
っ
て
い
な
い
と
言
い
ま
す
。
仕
事
が
週
に
３
日
し
か
な
い
の

で
生
活
は
苦
し
そ
う
で
し
た
。
休
み
の
日
は
カ
フ
ェ
に
来
て
く
れ
ま

し
た
。
や
が
て
ア
パ
ー
ト
代
が
払
え
な
く
な
り
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
の

堅
い
椅
子
で
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
最
後
に
会
っ
た

日
は
あ
ん
ば
ん
１
つ
し
か
食
べ
て
い
な
か
っ
た
。
「
カ
フ
ェ
あ
い
あ

う
」
で
出
あ
っ
た
忘
れ
ら
れ
な
い
人
で
す
。

藤
場
芳
子

Ｉ

⑮§

パ
パ
が
１
人
で
小
さ
い
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
、
子

－９

』

Ｉ

や

毎
日
「
カ
フ
ェ
あ
い
あ
う
」
に
顔
を
見
せ
に
来
て
く

れ
る
人
が
、
数
名
い
ま
し
た
。
常
連
さ
ん
で
す
。
た
ま
に

出
勤
す
る
私
を
覚
え
て
く
れ
ま
し
た
。
何
気
な
い
会
話
を

し
な
が
ら
、
時
間
を
費
や
し
て
い
ま
し
た
。
社
会
の
枠
組

み
の
中
で
行
く
場
所
が
見
当
た
ら
な
い
人
に
と
っ
て
、
「
カ

フ
ェ
あ
い
あ
う
」
が
安
心
し
て
居
ら
れ
る
場
所
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
場
を
開
く
大
切
さ
と
同
時
に
、
一
人
ひ
と
り

と
関
わ
り
続
け
る
こ
と
の
大
変
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。

藤
原
勲

蟻
っ
、

女
房
に

ま
か
せ
っ
き
り
で
す
。

岬
何
．
》

Ⅱ

弓守
し
つ
つ
来
て
い
た
だ
い
て
い
る
姿
に
出
あ
い
ま
し
た
。

寒
い
時
だ
っ
た
の
で
、
カ
ウ
ン
タ
ー
で
お
子
さ
ん
を
膝
に

乗
せ
て
、
お
出
し
し
た
ホ
ッ
ト
レ
モ
ン
を
飲
ま
せ
て
い
た

姿
に
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。
偶
然
カ
フ
ェ
に
立
ち
寄
ら
れ
た

モ
ン
ゴ
ル
の
ス
ト
リ
ー
ト
シ
ン
ガ
ー
の
女
性
が
、
そ
の
場

に
居
合
わ
せ
た
来
場
者
や
ス
タ
ッ
フ
全
員
に
、
モ
ン
ゴ
ル

の
歌
を
披
露
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

時
は
カ
フ
ェ
が
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
に
な
っ
た
ひ
と
と
き
で

し
た
。
中
川
和
子

職‘



フ
リ
ー
展
男
女
両
性
で
形
づ
く
る
教
団
を
め
ざ
し
て
ｌ
女
性
室
の
歩
み
Ⅵ

そ
し
て
こ
れ
か
ら

’

女
性
室
ギ
ャ
ー

よ
り

’
１
１’

ｌ
●

‐
Ｉ
‐
１
１
‐

１
１

だ
‐
ろ

一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
、
宗
門
で
初
め
て
女
性
の

宗
門
活
動
へ
の
参
画
推
進
に
取
り
組
む
べ
く
「
女
性

室
」
が
開
設
さ
れ
、
十
五
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

女
性
室
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り
返
り
、

そ
こ
か
ら
今
後
の
方
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
の

願
い
か
ら
、
今
年
二
月
に
参
拝
接
待
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー

に
お
い
て
「
女
性
室
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
男
女
両
性
で

形
づ
く
る
教
団
を
め
ざ
し
て
ｌ
女
性
室
の
歩
み
ｌ
Ｌ

を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
御
遠
忌
期
間
中
に
は
総

会
所
の
「
カ
フ
ェ
あ
い
あ
う
」
に
お
い
て
同
展
の
パ

ネ
ル
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
、
こ
の
誌
上
で
女
性
室
ギ
ャ
ラ
リ
ー

展
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

Ｉ１
１
１
１
日
，
，
‐
・
・
Ⅱ
Ⅱ
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｂ
１
‐
‐
１
１
ロ
ワ
〃
口
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
１
・
ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
日
日
■
■
■
０
８
１
Ｌ
■
、
‐
６
８
１
１
１
〃
”
，
１
－
１
■
■
－
６
１
Ⅱ
Ⅱ
８
１
０
１
ｊ
″
日
Ⅱ
Ⅱ
冊
Ｅ
ｕ
■
Ⅲ
‐
１

’ 男
だ
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の
歴

写真１

’

千
百
冊
譜

１女性の得度への道のり

） 女たち男たちの歴史､今､これから１０

明
治
期
以
降
、
真
宗
大
谷
派
で
は
、
女
性
の
「
得
度
」
（
僧
侶
と
な
る
こ
と
）
を
認
め
て
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
従
っ
て
女
性
は
、
得
度
し
て
僧
侶
と
な
る
こ
と
も
、
仏
教
を
学
ぶ
学
校
に
入
り
、

寺
院
の
住
職
と
な
る
こ
と
も
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

写
真
１
は
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
、
当
時
の
本
山
の
職
員
が
二
人
の
女
性
が
宗
派

に
帰
依
し
学
校
へ
入
学
し
た
い
と
申
し
出
て
い
ま
す
。
女
子
で
は
僧
侶
と
な
る
こ
と
を
許
可
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
趣
旨
の
「
伺
い
」
を
立
て
た
も
の
で
す
が
、

入
学
と
得
度
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

既
に
こ
の
当
時
、
得
度
の
門
を
た
た
い
た
女
性
が
あ
っ
た
の
で
す
。

､ｂ

１
１
１
１
ｌ
‐
ｌ
‐

Ｉ

１
１

｜

’

～
Ｉ

－－

○
庶
務
瓢
七
級
Ⅲ
仕
三
那
三
能
嵐
伺

淡
一
一
一
女
子
プ
リ
税
宗
敬
一
一
蹄
依
シ
尼
附
ト
ナ
リ
テ
小
牧
松
へ

入
曝
シ
終
身
敬
雑
一
一
従
小
教
シ
度
旨
巾
立
候
粁
有
之
節
ハ
掛
皮

抑
許
可
洲
成
辿
γ
布
殺
堪
任
ノ
凡
込
打
之
節
ハ
賊
伽
以
上
ノ
級

職
及
正
副
住
職
幽
雅
鰯
致
不
祥
哉
州
女
子
一
一
シ
プ
仙
業
ノ
縦
御

許
可
無
之
佃
一
一
候
哉

〔
桁
令
〕
譜
面
伺
之
趣
箭
分
雄
及
柑
揮
候
郡

明
治
十
一
一
年
四
月
十
一
日

（
Ｌ

１
１



裟
を
着
け
て
法
務
を
行
う

こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。

こ
の
坊
守
袈
裟
は
現
在
の

「
坊
守
章
」
で
す
。
た
だ
し
、

こ
の
規
程
で
は
「
坊
守
は

品
行
端
粛
克
く
教
家
の
家

婦
た
る
の
義
務
を
尽
し
其

の
門
信
徒
の
模
範
た
る
は

勿
論
仏
祖
崇
敬
法
義
相
続

に
於
て
他
に
率
先
し
自
行

化
他
の
為
に
住
職
の
内
助

を
全
か
ら
し
め
ざ
る
べ
か

ら
ず
」
と
し
て
、
あ
く
ま

で
坊
守
は
夫
で
あ
る
住
職

の
内
助
者
と
し
て
の
位
置

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

１１女たち男たちの歴史､今､これから

の
中
で
刷
り
込
ま
れ
て
き
た
一
女
ら
し
さ
・
男
ら
し
さ
」

と
い
う
意
識
を
超
え
て
、
と
も
に
同
朋
と
し
て
宗
門
の

活
動
に
今
平
等
に
参
画
〃
す
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
宗

門
組
織
の
再
構
築
を
目
指
し
て
活
動
を
進
め
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

差
別
の
克
服
、
人
間
解
放
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
、

そ
れ
が
念
仏
の
教
え
の
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
度
の
御
遠
忌
を
機
に
、
私
の
中
の
差
別
の
心
と
向
き

合
い
、
そ
れ
を
課
題
と
し
て
教
え
に
学
ぶ
、
そ
う
い
う

取
り
組
み
が
始
ま
る
こ
と
が
願
わ
れ
ま
す
。

＠
文
／
女
性
室
ス
タ
ッ
フ
本
多
祐
徹

・
ノ
山
輔
子
公
’
買
う
〃
ム
ル
飾
〆
幼
柳
肌
瓢
γ
“
だ
〃
坊
祁
曲

．
チ
記
〃
７
．

李
幽
蹴
功
柳
卜
郷
殴
円
蝋
ノ
咋
縄
淵
化
斑
馴
化
域
即
使

噸
ノ
爽
予
“
師
失
〆
‐

雄
三
蝿
坊
守
紳
塑
術
鰯
鰯
克
グ
”
謎
嬬
ノ
莱
鐘
〆
心
ノ
畏
笹
矛

璽
シ
詫
間
椎
躯
理
ノ
沌
聴
が
ル
ハ
碓
胤
侮
聴
郊
敬
怯
穂
棚
戚
二

炎
ク
位
二
率
先
シ
ｎ
打
化
他
ノ
薄
メ
ニ
住
域
ノ
内
励
γ
全
力

ク
レ
メ
サ
ル
ヘ
カ
リ
ス

鈴
脚
俸
木
伽
二
坊
守
輔
子
庇
や
鋤
祁
で
ノ
入
痴
抄
諏
畿
〆

第
玉
嘩
坊
守
炉
〃
、
ノ
ハ
必
易
坊
嘩
苅
一
一
入
耐
苫
“
〃
へ
虜

ワ
ス

錦
大
東
坊
守
浦
ニ
ス
崎
奄
ン
ト
ュ
ル
ニ
ハ
卿
》
一
定
も
シ
槌
爽

《
仏
寸
匪
塘
韓
敏
獅
い
ほ
子
木
山
一
一
則
出
ン
へ
〃

莱
宅
錐
坊
守
一
一
《
没
ノ
罵
趣
及
神
愚
ソ
災
《
ソ
．
〃

・
一
０
＊
川
曽
於
子
紬
涛
癖
盤
健
砥
爽
郡
ノ
赫
ハ
醐
二
欧
ク
ワ

”
、
噸
《
鈴
や
畿
祁
沖
田
ソ
齢
γ
〃

二
、
坊
守
響
】
〈
死
伐
院
砺
侭
我
チ
詐
町
セ
プ
〃

伽
し
測
駅
昼
炊
ル

絢
描
励
以
γ
〃
砥
ノ
ハ
雅
介
叩
●
卜
剛
唖
那
可
セ
ワ
レ

か
湖
ト
ア
傘
へ
し

三
・
吻
守
《
死
概
火
得
鋤
罪
柿
ノ
慨
抽
蒋
下
附
把
ワ
戸

畑
ソ
州
掲
習
供
か

吋
冗
坊
卯
魚
溌
湾
脈
爽
練
ユ
ト
鷲
ノ
鮪
棚
流
酋
型
サ
輿
《

り
ん
ロ

銘
八
幡
物
岬
参
ハ
ー
渥
ノ
符
緊
少
尉
典
〃
弛
醗
窓
腿
沈
縮
ノ
戯

之
サ
加
翻
畑
セ
レ
ム
‐

侭
ネ
ハ
別
一
一
迄
子
館
土

邦
火
傑
坊
守
】
】
ハ
醐
昼
供
Ｖ
物
附
郡
噸
闘
戟
爽
少
帥
可
七
ツ
ー

恥
卿
燕
継
織
麹
野
繊
“
納
聯
〈
劉
二
蝉
滋
鐸

獅
瀞
雛
箪
蕊
蕊
…
・

騨
巽
塑
溌
地
総
塞
輔
ｗ
繊
蛾
ノ
鼻
研
皿

鋪
十
二
通
坊
守
ニ
グ
ヂ
馨
研
ア
レ
咽
ノ
ハ
＊
山
塞
ヂ
率
諌
》
基

邦
子
三
流
．
劫
が
卸
一
一
入
浦
セ
サ
〃
律
》
ノ
ス
《
醸
麺
セ
ク
ソ
タ

ル
咽
ノ
ハ
坊
守
ト
ワ
テ
ノ
聴
野
型
撰
諦
通
子
壷
〃
し
切
卜
子
碍

晶

華
子
四
輝
蛸
窪
む
其
ツ
チ
韮
靭
守
鋲
〃
安
符
子
犬
垣
お
シ
ト
々

《
歓
率
シ
脈
論
セ
ワ
ム

邦
十
王
錐
坊
守
ニ
ッ
テ
群
生
』
セ
シ
掛
合
藩
ク
ハ
鰯
二
塵
規
定

ノ
姿
声
〃
ノ
憐
搭
珍
”
灸
追
タ
ル
踊
合
が
擬
髄
虹
ナ
ニ
厨
出
シ

へ
ツ

鰯
十
六
耀
坊
守
二
〃
ず
不
Ｗ
《
ノ
師
勝
知
γ
〃
甥
【
合
《
調
劉
Ⅷ
異

無
し
緬
満
之
子
幅
分
〆

紅
十
七
偲
罰
叫
鯨
睡
獅
ハ
鈴
塑
躯
ノ
Ⅵ
同
１
之
ソ
ｗ
鋤
謡
堀

一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
八
月
一
日
全
坊
守
規
程
堂
写ぽ

う

真
２
）
を
制
定
し
、
そ
の
中
で
「
坊
守
帰
敬
式
を
受
け
坊

も
り
え

守
衣
を
許
可
せ
ら
れ
た
る
坊
守
に
し
て
別
に
定
む
る
試
験

に
合
格
し
た
る
者
は
其
の
所
属
檀
信
徒
に
対
し
法
務
を
執

行
す
る
こ
と
を
得
」
と
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
「
坊
守
帰
敬
式
」

と
い
う
制
度
を
設
け
、
自
坊
に
限
っ
て
坊
守
衣
・
坊
守
袈

２
坊
守
帰
敬
式

坊
守
規
秘
ソ
允
可
シ
笠
一
一
之
ヲ
駿
布
七
ジ
ム

か
驚
干
卿
年
八
４
Ｊ

や
聯
健
挫
一
柳
如
成

総
晦
卿
稀
坊
井
祁
騨
拙

撫
命
控
聯
澗
法
俄

多
聯
和
雄
勉
迩

参
海
石
川
潔
典

掛
鍵
飾
十
九
眺
瀞
小
＃
１
１
，
；
ジ
ト
ｉ
＃
必

坊
守
規
凝

縮
一
服
欽
篭
幽
才
剛
縮
小
側
１
曲
砿
撤
ノ
舞
量
催
鞭

戦
争
が
激
し
く
な
り
、
多
く
の
男
性
が
戦
場
に
送

ら
れ
、
僧
侶
も
戦
場
に
征
き
、
寺
の
住
職
や
男
性
僧
侶

が
い
な
く
な
り
ま
す
。
教
団
は
一
九
四
二
（
昭
和
十

七
）
年
、
男
性
僧
侶
の
「
代
務
」
と
し
て
女
性
の
得
度
を

認
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
女
性
差
別
を
廃

止
す
る
と
い
う
よ
り
、
寺
院
運
営
上
の
必
要
に
迫
ら

れ
て
の
得
度
の
許
可
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
写
真
３

は
、
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
五
月
十
三
日
、
臨
時
女

子
教
師
検
定
合
格
者
の
得
度
式
記
念
写
真
で
す
。

戦
後
の
一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年
、
男
子
の

得
度
制
限
九
歳
以
上
に
対
し
て
、
女
性
の
得
度
は
成

人
以
上
と
、
男
女
の
格
差
が
規
則
の
中
に
躯
わ
れ
ま

し
た
。
男
女
と
も
得
度
が
九
歳
以
上
と
な
っ
た
の
は

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
の
こ
と
で
し
た
。

写
真
？

函

託蟻

~
』

３臨時女子教師検定合格者

得度式記念写真

伊南９

４

女
性
室
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
中
で
宗
門
の
中

に
「
性
差
別
な
ど
は
裟
婆
の
問
題
だ
」
と
い
う
よ
う
な
感

覚
が
根
強
く
あ
る
こ
と
に
問
題
を
感
じ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
近
代
以
降
の
教
団
の
歴
史
に
そ
の
原
因
を
尋

ね
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治

以
降
、
教
団
が
存
続
の
た
め
に
仏
法
と
世
法
と
を
分
け

て
、
仏
法
を
心
の
問
題
に
握
小
化
し
て
国
の
方
針
に
従
っ

て
き
た
歴
史
、
い
わ
ゆ
る
「
真
俗
二
諦
」
の
問
題
が
今
な

お
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

性
差
別
の
問
題
は
、
単
に
女
性
が
〃
男
並
み
″
に
な

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
が
長
い
歴
史

》

岬
Ⅲ
心
い
い
Ⅶ
側
胴
肌
偲
Ⅲ
Ⅱ

Ｌ■や閏

写
真
３

、
｛



『

Ｄ第１１回女性会議９

真宗と
女性室では２０１０年'５月２４日から２５日、真宗本廟研修道場において

｢真宗と人権一『御文lについて･女性差別の視点から－｣をテーマに、

第１１回女性会議を開催しました。

参加者からは、女性の立場から教学と儀式を問う活発な意見が交わされました。

今回は講師に蓑輪秀邦氏(教学研究所長）をお迎えしました。

蓑輪氏は講義のはじめで、釈尊以前のＢＣ２５００年頃から徐々にインドへ侵入してきたアー リア語族が、

混沌としたインド世界を統一していくためにカースト制という階級社会を作り、

それまで母系中心だった社会を父系中心の社会に転換していく中で

女性蔑視の思想が生まれてきたということを明らかにし、

それから現代に至るまで続いてきた仏教の性差別の問題に関して述べられました。

ここでは蓮如上人の「御文』についての部分を中心に抄録します。

｢御文｣について･女性差別の視点から

「

六
世
紀
に
朝
鮮
半
島
を
通
し
て
仏
教
が
日
本
へ
伝
来
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
仏
教
を
我
が
国
に
取
り
入
れ
る
か
否
か

を
巡
っ
て
騒
乱
が
あ
り
ま
し
た
が
、
仏
教
受
容
に
積
極
的

な
豪
族
蘇
我
氏
が
政
権
を
握
っ
た
た
め
仏
教
は
我
が
国
に

定
着
し
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
本
格
的
に
人
々
の

心
の
拠
り
所
と
な
っ
た
の
は
聖
徳
太
子
が
登
場
し
て
か
ら

で
し
た
。
そ
の
頃
、
三
人
の
女
性
が
朝
鮮
半
島
の
百
済
ま

で
行
っ
て
受
戒
し
、
我
が
国
初
の
僧
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
こ
ろ
の
日
本
社
会
に
は
男
女
差
別
は
あ
ま
り
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
聖
徳
太
子
は
成
人
後
に
我
が
国
初
の
女

帝
推
古
天
皇
の
片
腕
と
な
っ
て
、
仏
教
興
隆
の
仕
事
を
し
、

し
よ
う
ま
ん
ざ
よ
う

『
勝
鍾
経
』
と
い
う
女
性
救
済
を
主
題
と
す
る
経
典
に
依
っ

て
三
宝
に
基
づ
く
国
家
形
成
の
事
業
を
精
力
的
に
さ
れ
ま

し
た
。
仏
教
が
女
性
を
蔑
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
古

代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
時
代
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

;Ｉ
里
日
本
で
最
初
に
戒
を
一
受
け
た
三
人
の
女
性
僧

口
講
師
／
蓑
輪
秀
邦
氏

教
学
研
究
所
長『

包閣患建
。
ロ
イ
小

蓮
如
は
、
積
極
的
に
女
性
に
布
教
し
た
人
で
す
。
彼
は

比
叡
山
の
圧
迫
か
ら
逃
れ
て
越
前
吉
崎
に
坊
舎
を
建
て
、

人
々
に
親
鴬
の
教
え
を
伝
え
ま
し
た
。
や
が
て
加
賀
・
越

中
・
越
後
な
ど
か
ら
よ
り
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
は
じ
め

ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
女
性
た
ち
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

吉
崎
の
「
嫁
お
ど
し
」
の
話
は
、
嫁
が
毎
夜
蓮
如
上
人
の

元
へ
聴
間
に
行
く
の
で
姑
が
怒
っ
て
帰
り
道
に
鬼
の
面
を

竺

且
法
然
か
ら
存
覚
へ
と
継
承
さ
れ
た
「
女
人
往
生
」

中
世
初
期
に
出
た
法
然
の
『
無
量
寿
経
釈
』
で
は
『
大
経
』

の
第
十
八
願
を
あ
げ
て
、
こ
の
願
で
は
男
女
の
別
な
く
す

べ
て
の
人
が
往
生
で
き
る
と
説
い
て
あ
る
の
に
、
第
三
十

五
願
に
重
ね
て
女
人
往
生
を
誓
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
と

い
う
問
い
を
立
て
、
「
っ
ら
っ
ら
こ
の
事
を
案
ず
る
に
、

女
人
は
障
り
重
く
し
て
、
明
ら
か
に
女
人
に
約
せ
ず
ぱ
、

と
が

即
ち
疑
心
を
生
ぜ
ん
。
そ
の
ゆ
え
は
、
女
人
は
過
多
く
隙

し
よ

り
深
く
し
て
、
一
切
の
処
に
嫌
わ
れ
た
り
」
と
答
え
て
い

と
が

ま
す
。
「
女
人
は
障
り
重
く
し
て
」
と
か
「
女
人
は
過
多

く
障
り
深
く
し
て
」
と
か
と
い
う
女
性
蔑
視
の
表
現
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
表
現
と
そ
の
根
底
に
あ
る

差
別
の
意
識
は
、
存
覚
の
『
女
人
往
生
聞
書
』
に
受
け
継

ひ
ま
ご

が
れ
て
い
き
ま
す
。
存
覚
は
親
鴬
の
曾
孫
で
本
願
寺
第
二
一

世
覚
如
の
長
男
で
す
が
、
こ
の
三
十
五
願
の
女
人
往
生
の

見
解
が
、
本
願
寺
第
八
世
蓮
如
の
『
御
文
』
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
間
に
は
親
鴬
や
覚
如
の
存
在
が

あ
る
の
で
す
が
、
女
人
往
生
の
教
説
は
法
然
↓
存
覚
↓

蓮
如
と
飛
ん
で
い
ま
す
。

且
蓮
如
と
女
性

第１１回女'性会議１２



／

１３第１１回女性会誌

’ 一

こ
》
去
阜
グ
シ
ロ
ノ
ー
レ
二
一
つ

■
五
障
一
一
一
従
の
起
源

#湖’

蕊蟻
'

１

昌望期

■
凸

恥１
■

■d

認蕊

窪
慕

』侭

跡
～

且
こ
れ
か
ら
の
真
宗
教
団
と
し
て

蓮
如
の
『
御
文
．
》
の
中
で
も
う
一
つ
間
題
な
の
は
「
五

障
三
従
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
「
五
障
」
は
、
女
性
は
純
天
王
・

帝
釈
天
・
転
輪
聖
王
・
仏
な
ど
指
導
的
な
位
に
は
決
し
て

就
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
思
想
、
「
三
従
」
は
女
性

は
幼
い
時
は
親
に
、
結
婚
す
れ
ば
夫
に
、
老
え
ば
子
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
道
徳
観
で
す
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は
、
仏
陀
誕
生
以
前
の
イ
ン
ド
に
成
立
し
た

『
マ
ヌ
法
典
』
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
、
徹
底
し
た
女
性

差
別
が
行
わ
れ
る
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
い

つ
の
間
に
か
仏
教
の
教
え
の
中
に
混
入
し
、
い
か
に
も
真

理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
へ
と
伝

わ
っ
て
一
．
御
文
』
の
中
に
も
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
、
私
た

ち
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

、－

、

：鴇
膿

ー９
』

か
ぶ
っ
て
嫁
を
お
ど
し
た
が
、
鬼
の
面
が
姑
の
顔
か
ら
離

れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
蓮
如
の
教
化
が

ど
れ
ほ
ど
女
性
に
新
鮮
だ
っ
た
か
を
示
す
話
で
も
あ
っ

た
や

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
吉
崎
に
は
「
多
屋
」
が
た
く
さ
ん

建
ち
ま
し
た
。
蓮
如
の
説
法
を
聞
こ
う
と
す
る
人
々
が
絶

え
な
い
の
で
、
門
徒
衆
を
つ
れ
て
来
た
坊
主
た
ち
は
小
屋

を
作
っ
て
そ
こ
で
寝
泊
り
し
な
が
ら
順
番
を
待
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
の
宿
坊
を
多
屋
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
の
人
た

た
や
な
い
ほ
う

ち
の
世
話
係
が
、
『
御
文
』
に
「
多
屋
内
方
」
と
い
う
名

で
出
る
女
性
た
ち
、
つ
ま
り
近
世
以
来
呼
ば
れ
て
き
た

「
坊
守
」
た
ち
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
蓮
如
は
、
そ
の
多
屋

内
方
宛
に
多
く
の
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
御
文
恥

に
出
て
い
ま
す
。
あ
な
た
た
ち
は
、
た
だ
門
徒
衆
の
お
世

話
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
聴
聞
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
気

持
ち
で
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
手
紙
の
内
容
に
用
い
た
の
が
存
覚
の
『
女
人
往
生
聞
書
』

だ
っ
た
の
で
、
文
章
に
は
女
性
差
別
の
言
葉
が
多
く
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
一
．
御
文
．
一
二
帳
目
第
一
通
に
は
「
女
人
の

身
は
、
十
方
三
世
の
諸
仏
に
も
す
て
ら
れ
た
る
身
に
て
候

う
を
、
阿
弥
陀
如
来
な
れ
ば
こ
そ
、
か
た
じ
け
な
く
も
た

す
け
ま
し
ま
し
候
え
。
そ
の
ゆ
え
は
、
女
人
の
身
は
、
い

か
に
真
実
心
に
な
り
た
り
と
い
う
と
も
、
う
た
が
い
の
心

は
ふ
か
く
し
て
、
…
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
女
性

観
は
中
世
か
ら
近
世
へ
と
少
し
ず
つ
変
容
し
な
が
ら
伝
わ

り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
、
蓮
如
自
身
が
女
性
に
願
っ
た
熱

い
思
い
よ
り
も
、
差
別
表
現
そ
の
も
の
が
ひ
と
り
歩
き
し

出
し
、
女
性
の
自
立
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
結
果
を
招
い
た

と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
確
認
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

~

』

人
間
は
男
性
に
都
合
が
よ
い
社
会
を
作
る
た
め
に
女
性

蔑
視
を
伝
統
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
反
省
、
悩

悔
を
私
た
ち
は
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
女
性

ろ
。
つ

に
対
し
て
、
「
い
た
り
て
罪
の
深
き
身
な
り
」
「
上
脱
に
も

下
主
に
も
よ
ら
ぬ
身
な
り
」
「
五
障
三
従
の
身
な
り
」
な

ど
と
い
う
『
御
文
』
の
表
現
を
正
当
化
し
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
「
変
成
男
子
」
「
転
女
成
男
」
と
い
う
よ
う
な

考
え
方
も
い
ま
で
は
通
用
し
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う

こ
と
を
真
宗
教
団
と
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
が
と
て
も

大
事
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
（
抄
録
）
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女
性
室

長
浜
会
場
葛
藤

長
性
室

私は縛られる人？縛る人？
～共に解放される道を求めて～

浜
会
場
急
藤

公公去る２０１０年６月１０日、長浜別院を会場に

女性室公開講座長浜会場が開催されました。

教区の公開講座実行委員による寸劇がおこなわれ、

女性と男'性が因習などにより縛られている現実を、

笑いを交えて表現されました。

その後、酒井義一氏(東京教区東京5組存明寺住職)の講義を受けました。

開
講
座

開
講
座

（
』

女惟室公開講座長浜会場１４

<開催趣旨〉

当地が歴史の中で培ってきた「土徳」は、

私たちにお念仏の教えを伝え、導いてくれます。

しかしながら、ここで住むことに

息苦しさを感じるのはなぜでしょうか。

今回の公開講座の開催にあたって、

｢私たちが共に束縛から解放される道」を

問い尋ねていきたいと思います。

＝I

講師

東京教区東京５組存明寺住職

、、

油ざＥ
■

・ 感
Ｎ

『
■

酒井義一氏

《
長
浜
教
区
第
陥
組
浄
願
寺

』
さ
わ
も
せ
ん
り
ょ
う

参
・
一
津
面
官
一
了
（
公
開
講
座
実
行
委
員
長
）

rEFご蚕

』
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こ
の
度
の
寸
劇
、
酒
井
義
一
さ
ん
の
講
演
か
ら
、
今
、

尾
崎
一
雄
著
の
「
虫
の
い
ろ
い
ろ
」
の
中
に
あ
る
ノ
ミ

の
話
を
思
い
出
し
ま
す
。
小
さ
な
丸
い
ガ
ラ
ス
玉
の
中

に
、
ノ
ミ
を
入
れ
て
下
か
ら
ぽ
ん
ぽ
ん
と
叩
き
ま
す
。

す
る
と
、
ノ
ミ
は
鯖
い
て
パ
ッ
と
跳
び
上
が
り
ま
す
。

当
然
か
ち
ん
と
頭
を
ぶ
つ
け
ま
す
。
す
る
と
、
ノ
ミ
は

だ
ん
だ
ん
賢
く
な
っ
て
（
？
）
考
え
ま
す
。
自
分
は
跳
ぶ

の
が
本
当
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
ど
う
も
違
う
。
跳
ぶ

と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
を
何
度
も

繰
り
返
す
と
、
ノ
ミ
は
も
う
跳
ば
な
く
な
り
、
最
後
は

ご
そ
ご
そ
と
歩
く
習
性
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
も
ま
た
「
社
会
」
と

い
う
名
の
ガ
ラ
ス
玉
の
中
で
、
ぽ
ん
ぽ
ん
と
叩
き
、
叩

か
れ
、
習
慣
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
多
々
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
お
互
い
が
縛
り
、
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
跳
ば
な
い
ノ
ミ
の
よ
う
に
、
本
来
性
を
失
っ
て
生

き
て
い
る
の
が
、
実
は
私
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
今
後
、
「
共
に
解
放
さ
れ
る
道
を
求

め
て
」
を
当
教
区
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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長
浜
教
区
で
行
わ
れ
た
女
性
室
公
開
講
座
は
、
実
行

委
員
に
Ｂ
名
の
坊
守
会
ス
タ
ッ
フ
が
加
わ
り
ま
し
た
。

９
回
の
委
員
会
が
も
た
れ
る
中
で
、
テ
ー
マ
は
「
私
は

縛
ら
れ
る
人
？
縛
る
人
？
～
共
に
解
放
さ
れ
る
道
を

求
め
て
～
」
に
決
ま
り
、
講
師
は
東
京
教
区
の
酒
井
義

一
先
生
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

問
題
提
起
と
い
う
意
味
で
、
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
寸
劇

を
す
る
と
え
え
な
あ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
担
当
を
公

開
講
座
実
行
委
員
の
中
か
ら
坊
守
会
ス
タ
ッ
フ
が
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
あ
た
い
へ
ん
で
す
。
ど
う
し
ょ
う
、
ど
う
し
ょ
う

と
言
い
な
が
ら
、
委
員
会
で
の
話
の
中
か
ら
４
つ
の
内

容
に
し
ぼ
り
、
①
座
席
班
ｌ
座
る
順
に
つ
い
て
②
車

班
ｌ
住
職
が
乗
る
車
に
つ
い
て
③
外
出
班
ｌ
女
性

は
外
出
し
に
く
い
の
か
に
つ
い
て
④
男
性
班
ｌ
男

性
目
線
か
ら
。
配
役
を
決
め
、
大
道
具
、
小
道
具
作
り
、

前
日
の
リ
ハ
ー
サ
ル
、
本
番
寸
前
ま
で
変
更
に
次
ぐ
変

更
、
そ
し
て
本
番
で
す
。
百
余
名
の
参
加
者
に
大
う
け

で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
「
寸
劇
、
よ
か
っ
た
わ
ぁ
」

が
圧
倒
的
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
坊
守
会
の
大
き
な
力

と
な
り
ま
し
た
。
ほ
ん
ま
、
お
お
き
に
で
し
た
。

可

薗罵蝿Ｉ IくしＩ

１５女'性室公開講座長浜会場
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『上

第
１
部
の
寸
劇
で
は
、
普
段
の
生
活
の
中
で
感
じ
る

何
気
な
い
会
話
や
行
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
笑
い
の
中
に
も
、
あ
た
り
ま
え
と
し
て
き

た
「
女
性
だ
か
ら
」
「
男
性
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
窮
屈

で
息
苦
し
い
と
感
じ
る
事
も
あ
れ
ば
、
湖
北
地
域
独
特

の
素
晴
ら
し
い
「
土
徳
」
を
領
き
な
が
ら
見
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
て
き
た
「
土
徳
」
の

素
暗
ら
し
い
面
を
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
継
承
し
て
い

け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

引
き
続
き
第
２
部
の
酒
井
義
一
さ
ん
の
講
演
で
は
、

「
連
鎖
す
る
縛
り
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
に
残
り
ま
し

た
。
例
え
る
と
虐
待
を
受
け
た
人
は
、
自
分
の
子
ど
も

を
虐
待
す
る
と
い
う
連
鎖
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
虐
待
は
世
間
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

す
が
、
虐
待
を
受
け
た
子
は
嫌
な
思
い
を
自
分
の
子
に

さ
せ
る
と
い
う
連
鎖
行
動
に
と
て
も
鯖
き
、
子
を
持
つ

身
と
し
て
関
心
を
も
ち
ま
し
た
。
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一新スタッフ紹介
中川和子(なかがわかずこ）

私は自坊の事Ｉ情から女性住職になりました。

女性室主催の「女性住職の集い」に参加して、

女性の住職には色々なケースがあることに正直

驚きました。また女性室スタッフになって、男

女平等が何かも全く見えないで暮らしていたこ

とに初めて気がつきました。

女性住職の現場は女性であるがゆえに大変な

面が伴います。法事の合間に法衣のまま子ども

のご飯を作り、夜の枕経では自動車に５人の子

どもを詰め込んで出かけ、「ごえんさん、子ども

さんが騒いでますが…」の声に「気にせんとい

て下さい」と応え、「現代版.子連れ狼､だれ。

車に旗立てたら」と友人に笑われる等々・

性差別の問題に関わるようになって、気づく

ことは大事なことだと知りました。自分の差別

心にびっくりすることもいっぱいあります。駆け

出しですが宜しくお願いします。

女性室広報誌『あいあう』第23号

発行２０１１年１２月３１日

発行人林治

発行所真宗大谷派宗務所

解放運動推進本部女性室

〒６００－８５０５

京都市下京区烏丸通七条上ル常葉町

おｌ'あう
壷い謹う』とば…

theoriginこの広報誌の名前である『あいあうｊは、
親瀞聖人によって書かれた『教行情証j(顕浄土真実教行証文類)｢行巻｣のえ

「今みなまた会して､これ共Iこあい値えるなり」【真宗聖典一五九頁】
という言禁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』という言禁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

さまざまな出会いを積み重ねていきたいと思います。
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く2010年〉

１１月１７日高田教区男女平等参画を考える会へ講師として参加

く２０１１年〉

２月１６日女性と仏教・東海ネットワーク例会への参加

６月１５日能登教区教化委員会への参加

１０月３日大垣教区「現代の課題に学ぶ学習会」への参加

１１月３日メンズカウンセリング協会総会への参加

１１月１６日女性と仏教・東海ネットワーク例会への参加

１２月７日女性室公開講座大垣会場事前スタッフ会への参加

１２月１８日メンズカウンセリング協会事例検討会への参加

託、

編集後記fromeditor

２０１１年８月１日付けで女性室主任を命ぜられま

した。いただいた大切な場で精一杯努めたいと思い

ます。

女性室の業務に関わるようになって、改めて家庭

での家族との関わりということを考えています。「休

みの日にはご飯も作るし、子どもとお風呂に入ってオ

ムツも替えるのにまだまだ足りないのだろうか…」

などと、思いついたことはちょっとお手伝いした程度

のことで、いつの間にか自分を「よき夫」にするこ

とばかりに力が入っていました。

妻や子どもの表Ｉ情､言葉､色々な感情表現に対して

きちんと耳を、心を傾けているのかというと、確かに

対話することから逃げている時がたくさんあります。

子どもを寝かしつけようとすると、私の布団から

必ず逃げていってしまうのは、「家庭での本当の関わ

りができていないからなのかな」と自省しつつ、女

I性室の関わりの中で学んでいます。どうぞよろしく

お 願 い し ま す 。 （ 里 雄 亮 意）

、謹閲調座

５月１０日

会場：総会所

テーマ：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

講師：梶原敬一さん

シンポジウム：尾畑潤子さん､平田玲子さん、
梶原敏一さん

■男女両性で形書蔓毒教団毒鐘ざす趣議会

１０月４日

会場：研修道場
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