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こ
の
広
報
誌
の
名
前
で
あ
る
『
あ
い
あ

う』
は 、
親
愕
聖
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

『
教
行
信
証』
（
顕
浄
上
真
実
教
行
証
文
類）

ぇ

「
行
巻」
の
「
今
み
な
ま
た
会
し
て 、
こ

ぁ

れ
共
に
あ
い
値
え
る
な
り」
【
真
宗
堅
典一

五
九
頁】
と
い
う
言
莱
か
ら
名
づ
け
ら
れ

ま
し
た 。

あ
い

あ

あ

「
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 。

H
々
の
生
活
に
あ
っ
て 、
わ
た
し
た
ち

が
ぷエ
き
るク
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
瓜
1

き
るク
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
莱

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 ゜

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
—

を
ご
入
用
の
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い 。
女
性
室
H
p「
あ
い
あ
う
n
e
t
」

で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す ゜

昨
年
9
月
よ
り 、
女
性
室
に
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
比
叡
谷

紗
誓
で
す 。
現
在
は
滋
賀
県
に
あ
る
お
寺
の
坊
守
兼
副
住
職
の
お

役
を
い
た
だ
き 、
つ
れ
あ
い
と
ジ
ャ
パ
ニ
ー

ズ
ミ
ッ
ク
ス
風
の
兄

弟
猫
二
匹
と
で
暮
ら
し
て
い
ま
す 。
生
家
の
お
寺
で
は 、
兄
二
人

と
の

扱
い
の
違
い々

に
割
り
き
れ
な
い
思
い
を
感
じ
て
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た 。
兄
た
ち
は
9
歳
で
得
度
を
し
て
い
る
の
で 、

法
要
の
時
間
だ
け 、
衣
を
蒼
て
出
仕
し
て
は
喜
ば
れ
る。
＿
方
私
は
台
所
で

「
ぉ
寺
に
嫁
に
行
く
ん
だ
よ
i」

だ
の
「（
お
寺
を
手
伝
う
た
め
に）
お
寺
じ
ゃ

な
い
近
く
の
所
に
嫁
に
行
き
な
よ
i」

だ
の
と
勝
手
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
な

が
ら一
日
中
お
斎
づ
く
り
を
手
伝
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た 。
そ
の

兄
た
ち
の
僧
侶
の
姿
を
追
い
か
け
る
よ
う
に、
私
は
20
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
得

度
を
し
（
私
が
9
歳
の
頃
は 、
女
性
は
20
歳
以
上
で
な
く
て
は
得
度
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た） 、
ま
た 、
兄
た
ち
が
声
明
の
研
鑽
を
深
め
て
い

く
姿
を
見 、
そ
れ
も
追
い
か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
が 、「
お
前
に
は
必
要
な
い」

と
い
う
父
の一
言
で
す
っ
か
り
や
る
気
を
な
く
し、
早
々
に
あ
き
ら
め
ま
し

た 。
そ
の
後 、
滋
賀
へ
来
て、
改
め
て
声
明
の
学
び
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
す ゜

oo
た
二
戸[
[
い
汀
汀
汀

託
い

に、
「
あ
い
あ
う」
第
ー

号
か
ら
目
を
通
し
て、
性
差
別
の
問
題
に

真
剣
に
向
き
合
い 、
課
題
を
提
起
し
て
き
た
女
性
室
の
23
年
間
の
歩

み
を
あ
ら
た
め
て
学
び
ま
し
た 。
先
日
開
催
さ
れ
た
「
女
性
室
公
開

講
座」
「
女
性
会
議」
で
お
話
を
聞
い
て、
日
常
の
中
で
モ
ヤ
モ
ヤ
と

感
じ
て
い
た
こ
と
が
実
は
性
差
別
の
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
と
気
が
付

き
ま
し
た 。
自
分
の
中
で
転
換
が
起
こ
る
出
来
事
で 、
性
差
別
の
視

点
か
ら
も
の
ご
と
を
見
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ
て
い
ま
す ゜

女
性
室
の一
員
と
し
て
学
び
は
じ
め
た
ば
か
り
で
す
が 、
活
動
を

通
し
て
出
会
う
皆
さ
ま
お一
人
お
ひ
と
り
か
ら
い
た
だ
＜
声
を
大
切

に
聞
い
て
い
き 、
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
を
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い

い
の
か、
明
る
＜
展
望
を
描
け
る
よ
う
に一
緒
に
な
っ
て
考
え
て
い

き
た
い
で
す ゜

『
あ
い
あ
う」
も

30
号
を
迎
ス 、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て

い
る
方
は
も
ち
ろ
ん 、
新
し
く
多
く
の
方
に
手
に
取
っ
て
も
ら
え
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
す 。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す ゜

（
秋
田
唯
可）
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1 女性室の動き I 
【スタッフ派遣】
2018年

6月 1日
6月11日

高田教区「男女平等参画を考える会拡大学習会」講師
京都教区「男女両性で形づくる教団を目指して」

公開研修会講師
9月19日 公開講座大聖寺会場実行委員会
10月17日公開講座大聖寺会場実行委員会
10月22日高田教区「男女平等参画を考える会拡大学習会」講鉦
11月19日公開講座大聖寺会場実行委員会
12月10日公開講座大聖寺会場実行委員会
12月27日山陽教区「男女共同参画推進委員会学習会」講師

2019年
1月11日
2月4日
2月22日
3月4日
3月18日
3月25日

4月25日
5月22日
6月 5日
6月 7日

公開講座大聖寺会場事前学習会・実行委員会
公開講座大聖寺会場実行委員会
福井教区解放運動特別指定伝道研修事前学習会

公開講座大聖寺会場実行委員会
福井教区解放運動特別指定伝道研修事前学習会
山形教区「共生学習会」講師
大阪教区「女性住職の集い」アドバイザ 一

公開講座大聖寺会場反省会
三重教区「ジェンダ ー 問題に関する学習会」講師
京都教区「男女両性で形づくる教団を目指して」

公開研修会講師
【男女両性で形づくる教団をめざす協議会】

2018年10 月4 日 会場：しんらん交流館
【いろいろな性を生きる展】

2019年2 月 27 日~3 月 25 日
【第8回女性住職の集い】

2019年3 月 12~ 13 日
【公開講座】

2019年4 月 18 日 大聖寺会場
会 場：山代温泉瑠璃光

講 師：菱木政晴氏（元同朋大学特別任用教授）

テ ー マ：浄土を願う～御文・御消息から問われる私～
【第19回女性会議】

2019年5 月 8~9 日 会場：真宗本廟研修道 場
講 師：福島栄寿氏（大谷大学教授）

いちにん

テ ー マ：一人に立っ ～近代教学の女性観～

会場：しんらん交流館

会場：しんらん交流館

新ス勺ッ7紹介

『
あ
い
あ
う』
と
は

比
叡
谷
紗
誓
（
ひ
え
た
に
さ
ち
か
／
女
性
室
ス
タ
ッ
フ）

ーいろいろな性を生きる

衆議院議員の寄稿論文に対する r要望書」の提出について

2

第18回 女性会議
r五障・三従」という教え r変成男子」という思想

第8回女性住職の集い

観てみて、読んでみて

6

Books&DVD 

回傷ついている自分にふさわしくあること
はざま

⑭極[)不安と感動の間で 永賣晴香

12

13

15 

西寺真也

10 

14 

4 女性室広報誌 N)uあう
女性室広報誌『あいあう』第30号
発 行 2019年6月20日
発行人 草野龍子
発行所 真宗大谷派 解放運動推進本部女性室

〒600-8164
京都市下京区上柳町199しんらん交流館内
TEL 075-371-9247 
FAX 075-371-9224 

女性室ホ ームペー ジhttp://aiau-higashihonganji.net 
宗派ホームペー ジhttp://www.higashihonganji.ne.jp 

表紙絵：上田文
『法華経lにある竜女のお話（ 女は仏になれないはずだと言われて、それなら、と男に

なってみせた）をモチ ー フに、竜女を、「男か女か」の二元論をかるがるとトランスCM
境）する存在として描きました。

ま た、竜女の羽衣の「MY BODY MY CHOICE」は、元々は人工中絶を禁止する宗
教や法制度に対するスロ ー ガンで、広く 女性の性の自己決定権を求める言葉（「私
の身体は私が決める」）として使われています。ここでは性別に関わらず「私の身体
を不当に扱われない／不当に扱われることを拒否する」宣言として記しました。

とはいえ、「働く」ことひとっとっても、社会は従来の「一人前の男」を基準とし
た仕組みで成り立っています。「変成男子」は経典の中だけの言葉でしょうか。
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―
―
自
分
の
気
持
ち
に
気
づ
い
た
の
は
い
つ

頃
で
し
た
か

小
学
校
低
学
年
の
頃
か
ら
気
に
な
る
の
は

男
の
子
で
、
そ
の
時
は
自
分
を
普
通
で
は
な

い
と
感
じ
ま
し
た
。
子
ど
も
向
け
の
ア
ニ
メ

で
は
男
の
子
は
女
の
子
を
、
女
の
子
は
男
の

子
を
好
き
だ
と
い
う
設
定
ば
か
り
で
、
そ
れ

が
社
会
の
正
し
い
枠
組
み
と
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
す
。「
男
性
が
好
き
な
自
分
は
正
し
く

な
い
、
健
全
で
は
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
、
そ
し
て
「
言
え
な
い
」
と
い
う
感
覚

が
身
に
つ
き
ま
し
た
。
男
性
同
性
愛
は
「
ホ※

1

モ
・
オ
カ
マ
」
と
か
ら
か
わ
れ
る
対
象
の
よ

う
で
あ
り
、
な
お
さ
ら
言
え
な
く
な
り
ま
し

た
。

―
―
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
は
い
つ
、
誰
に
し
た

の
で
す
か

父
は
な
ん
で
も
あ
り
の
ま
ま
を
受
け
容
れ

る
人
だ
っ
た
の
で
、
最
初
に
言
う
相
手
は
父

か
な
ぁ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
父
が
急
死
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
遺
さ
れ

た
母
や
兄
に
こ
の
ま
ま
ウ
ソ
を
言
う
生
活

だ
っ
た
ら
、
こ
れ
か
ら
も
隠
す
こ
と
だ
け
を

目
的
に
人
生
の
選
択
を
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
と
、
言
う
な
ら
今
し
か
な
い
と
思
い
、

父
の
一
周
忌
が
過
ぎ
た
頃
に
母
と
兄
に
伝
え

ま
し
た
。
母
は「
私
の
育
て
方
が
悪
か
っ
た
」

と
泣
き
崩
れ
、
兄
も
怒
鳴
っ
て
取
り
乱
し
ま

し
た
。
で
も
兄
の
恋
人
は
世
界
中
を
旅
し
て

い
て
、
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
と

体
験
し
て
知
っ
て
い
る
よ
う
な
人
で
、「
そ
ん

な
た
い
し
た
こ
と
で
は
」
と
い
う
感
じ
で
し

た
。
そ
ん
な
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
も
、
母
と

兄
と
の
打
ち
解
け
る
関
係
を
回
復
す
る
に
は

10
年
く
ら
い
か
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
―
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
ど
う
思
い

ま
す
か

性
的
指
向
は
自
分
の
内
面
の
問
題
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
人
間
関
係
の
基
礎
で
す
。
世

の
中
は
二
者
択
一
が
前
提
と
な
る
場
面
が
多

い
の
で
、「
男
性
が
好
き
だ
」
と
言
わ
な
い

こ
と
は
、同
時
に
「
女
性
が
好
き
だ
」
と
言
っ

て
い
る
こ
と
、
世
間
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
さ

れ
て
い
る
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル（
異
性
愛
）

インタビュー 

い
ろ
い
ろ
な

性
を
生
き
る

い

い
ろ
な

性
を
生
き
る

　

ひ
と
昔
前
ま
で
は
、
性
別
と
い
え
ば
男
女
の
２
つ
で
あ
り
、
異
性
を
好
き
に
な
る
の
が
当
た
り

前
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
近
年
、「
性
」
に
は
①
身
体
的
な
性
（
生
物
学
的
性
）
②

心
の
性
（
性
自
認
）
③
好
き
に
な
る
対
象
（
性
的
指
向
）
④
社
会
的
な
性
（
性
表
現
）
な
ど
が
あ

り
、
多
様
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
大
阪
で
法
律
事
務
所
を
開
い
て
い
る
弁
護
士
夫ふ

う
ふ夫

の
１
人
で
あ
る
南
和
行
さ
ん
に

「
性
」
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

1976年生まれ。大阪府立天王寺高等学校、京都大学農学部、同
大学院農学研究科（修士号）、大阪市立大学法科大学院。2009年
弁護士登録。2013年同性パートナーの吉田昌史さんと「なんも
り法律事務所」を開設。著書に『同性婚 私たち弁護士夫夫です』（祥
伝社新書）、『僕たちのカラフルな毎日』（産業編集センター）。

南
みなみ

 和
か ず

行
ゆ き

さん

ろ



3 2019.JUN.Vol30

だ
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら

ゲ
イ
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
同
性
愛
や
、
バ
イ
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
の
両
性
愛
と
い
っ
た
性
的
指
向

を
伝
え
る
時
に
、
特
に
家
族
に
対
し
て
は
躊

ち
ゅ
う

躇ち
ょ

が
生
じ
ま
す
。「
普
通
で
な
い
こ
と
」
と

親
に
知
ら
せ
る
こ
と
で
親
を
悲
し
ま
せ
る
と

思
う
か
ら
で
す
。
親
は「
健
全
な
普
通
の
子
」

に
育
っ
て
い
る
と
期
待
し
て
い
る
し
、
子
ど

も
も
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
な
振
る
舞
い
を
し

て
い
る
。
家
族
へ
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
は
、

親
の
描
い
た
姿
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、

人
間
関
係
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
不
安
に
な
る
の
で
、
言
え
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

―
―
学
校
や
職
場
な
ど
で
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ

ト
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か

学
校
や
職
場
な
ど
で
「
私
は
同
性
愛
者
で

す
」
と
言
う
こ
と
は
波
風
が
立
ち
、
軋あ

つ

轢れ
き

が

生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。周
り
の
人
は「
気

に
し
て
い
な
い
」
と
か
言
う
け
れ
ど
も
、
そ

れ
な
ら
な
ぜ
同
性
愛
者
だ
け
が
自
分
の
こ
と

を
「
語
ら
な
い
と
い
け
な
い
」
の
で
し
ょ
う

か
。大
人
に
な
っ
て
か
ら
作
る
人
間
関
係
は
、

相
手
が
ど
う
受
け
と
め
る
か
で
は
な
く
、
集

団
の
な
か
で
自
分
の
姿
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

人
に
見
せ
る
か
が
大
切
で
す
。
同
性
愛
者
が

ま
だ
ま
だ
傷
つ
け
ら
れ
る
社
会
で
の
カ
ミ
ン

グ
ア
ウ
ト
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

思
い
ま
す
。

―
―
学
校
教
育
に
で
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
倉
敷
市
の
教
育
委
員
会
が
、「
人※

2

権
教
育

実
践
資
料

－

性
の
多
様
性
を
認
め
合
う
児
童

生
徒
の
育
成
」
と
い
う
教
材
を
発
表
し
て
い

ま
す
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
言
葉
の
意
味
を
教
え
る

の
が
目
的
で
は
な
く
、
性
と
い
う
概
念
は
社

会
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、

自
分
の
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
大
事
だ

と
い
う
内
容
で
す
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
い
う
言
葉

を
知
る
だ
け
で
は
な
い
、
自
分
と
他
人
が
違

う
こ
と
を
実
感
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
ほ

し
い
で
す
。

―
―
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
い
う
言
葉
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
…
…

私
は
同
性
愛
者
で
す
が
、
男
性
で
あ
る
と

い
う
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
に
は
疑
問
や
不

一
致
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
シ
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
言
い
ま
す
。
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
人
は
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
や
身

体
の
性
別
の
特
徴
に
つ
い
て
不
一
致
が
あ
る

状
態
で
す
。
全
く
違
う
問
題
な
の
に
、
性
的

指
向
も
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
性
別

の
問
題
も
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
一
括
り
に
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

世
間
で
多
数
の
側
に
い
て
、
世
間
の
枠
組

み
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
人
は
、
自
分
＝
世
間

な
の
で
、
自
分
と
違
う
人
を
否
定
す
る
よ
う

な
こ
と
を
言
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
少
数

者
だ
か
ら
差
別
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
、
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
性
的
少
数
者
は
婚
姻
や
戸
籍

な
ど
、
法
律
の
制
度
で
も
排
除
さ
れ
て
い
ま

す
。
社
会
参
加
の
機
会
に
差
が
あ
り
、
取
り

こ
ぼ
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る
限
り
、
社
会
は

未
熟
で
あ
り
、
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

だ
ま
だ
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

※1　男性同性愛者に対する蔑称。　※2　http://www.city.kurashiki.okayama.jp/30449.htm

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て

ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
時
、「
男
性
か
女
性

か
」
と
い
う
問
い
を
設
定
す
る
の
を
当

た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
性
を
区
分
す
る
こ
と
に
そ
も
そ
も
意
味

が
あ
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て

き
ま
し
た
。

映画「愛と法」
南和行さんと吉田昌史さんの日常生活と弁護士としての活動（無国籍の人や養護が必要な子ども、
作品が罪に問われたアーティストなどを支える）が描かれているドキュメンタリー映画。
上映会の申込・問合先は、合同会社　東風（とうふう）
E-mail:info@tongpoo-films.jp　
Tel:03－5919－1542（平日 AM11:00 〜 PM6:00）
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女
性
室
で
は
、
杉
田
水み

脈お

衆
議
院
議
員

が『
新
潮
45
』２
０
１
８
年
８
月
号
に
寄
稿

し
た
論
文「『
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
』支
援
の
度
が
過

ぎ
る
」
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
こ

の
主
張
は
現
状
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
お

ら
ず
、
自
分
ら
し
く
あ
り
た
い
と
思
い
な

が
ら
生
き
る
一
人
ひ
と
り
の
心
か
ら
の
願

い
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
深
い
悲

し
み
と
怒
り
を
も
っ
て
受
け
止
め
ま
し
た
。

性
的
少
数
者
の
こ
と
を
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と

ひ
と
こ
と
で
私
た
ち
は
く
く
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
、
性
的
指
向
（
好
き
に
な
る
相
手

の
性
別
）、
性
自
認
（
自
分
の
性
別
を
自

分
で
ど
う
思
う
か
）
に
も
様
々
な
か
た
ち

が
あ
り
ま
す
。
性
的
指
向
と
は
、
嗜し

好こ
う

と

違
い
、
選
択
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
矯

正
し
て
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
、
私
た
ち
は
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。「
異
性
愛
が
当
た
り

前
」
だ
と
思
っ
て
い
る
社
会
で
は
、
実
際

は
も
っ
と
多
様
な
人
が
い
る
と
い
う
事
実

に
目
が
向
き
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
、「
当

た
り
前
」
の
こ
と
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
人

に
自
分
は
お
か
し
い
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ

さ
せ
た
り
、
生
き
づ
ら
く
さ
せ
た
り
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、「
生
産
性
」
と
は
、
コ
ス
ト
・

利
益
・
付
加
価
値
と
い
う
尺
度
で
計
る
も

の
で
す
。
私
た
ち
は
そ
の
尺
度
で
、
お
互

い
を
価
値
づ
け
、
お
互
い
を
傷
つ
け
合
っ

て
い
ま
す
。そ
も
そ
も
人
間
の
存
在
は「
生

産
性
」
と
い
う
視
点
で
評
価
で
き
な
い
は

ず
で
す
。

性
的
少
数
者
の
人
た
ち
は
日
常
生
活

（
ト
イ
レ
・
入
浴
・
住
ま
い
な
ど
）
や
行

政
上
（
戸
籍
・
結
婚
な
ど
）
で
不
利
益
を

こ
う
む
り
、
世
間
に
刷
り
込
ま
れ
た
偏
見

に
よ
っ
て
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
ま

す
。
多
数
を
占
め
る
人
た
ち
の
生
き
方
、

考
え
方
が
「
普
通
」
で
あ
り
、「
正
し
い
」

こ
と
だ
と
し
て
い
る
現
状
が
、
今
、
問
い

直
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
要
望
書
」の
提
出
に
つ
い
て
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内閣総理大臣
自由民主党総裁　安倍 晋三 様　

すべての人びとが共に尊重し合い、認め合うことができる
社会の実現に向けた要望書

自由民主党の杉田水脈衆議院議員が『新潮45』８月号に寄稿した論文「『LGBT』

支援の度が過ぎる」において、「LGBT だからといって、実際そんなに差別されて

いるものでしょうか」、「LGBT のカップルのために税金を使うことに賛同が得られ

るものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり、『生産性』がないのです」

と主張しています。これは、差別や偏見に苦しみ、社会的制約を抱える性的少数者

の状況を全く考慮していない見解です。学校や職場、医療・福祉の現場等に目を向

けますと差別は明らかに存在しています。

本来、人間の存在は「生産性」という視点で評価されるべきものではありません。

今回の杉田氏の意見は、性的少数者に対する差別です。同時に、結婚や出産という

私的領域に踏み込んだ容認できない発言であると言わねばなりません。生まれた境

遇や性別、社会的身分等にかかわらず、あらゆる人びとは皆平等に、かけがえのな

い尊いいのちを生きることを願われる存在であります。

「生産性」という基準により人間に優劣をつけることは、基本的人権を否定する

ことであり、優生思想とも無関係ではありません。そのため、「生産性」という一

方的な視点で人間を価値づける今回の発言について、私たちは看過することはでき

ません。

以上、今回の発言が内包する問題性を真摯に受け止められ、すべての人びとが

共に尊重し合い、認め合うことができる社会を実現すべく、誠実な取り組みが進め

られますよう要望いたします。

2018年８月９日

真宗大谷派解放運動推進本部長　草野 龍子　　

2018 年 8 月 9 日、自由民主党の杉田水脈衆議院議員の寄稿論文に対し、解放運動推進本部長名による要望
書を、安倍晋三内閣総理大臣・自由民主党総裁に提出しました。
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言
葉
と
現
実
の
差

日
本
中
世
は
仏
教
が
非
常
に
盛
ん
な
社
会

で
あ
り
、
そ
の
教
え
も
多
様
で
し
た
。
人
間

の
平
等
を
説
く
仏
教
も
あ
れ
ば
、
身
分
差
別

や
女
性
差
別
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
仏
教
も

多
く
、
全
体
と
し
て
仏
教
は
む
し
ろ
差
別
を

助
長
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
た

だ
、
言
葉
の
世
界
に
お
け
る
女
性
差
別
の
問

題
と
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
女
性
差
別
の

問
題
は
分
け
て
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

言
葉
の
世
界
に
お
け
る
女
性
差
別
の
方
が
、

社
会
に
お
け
る
女
性
差
別
の
実
態
よ
り
も
一

歩
先
行
し
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
日
本
仏
教

は
差
別
を
先
導
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。

『
法ほ

華け

経き
ょ
う』
な
ど
に
「
五ご

障し
ょ
う

三さ
ん

従し
ょ
う」
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
五
障
」
は
梵ぼ

ん

天て
ん

、

帝た
い

釈し
ゃ
く、

魔ま

王お
う

、
転て

ん

輪り
ん

聖じ
ょ
う

王お
う

、
仏ぶ

つ

に
女
性
が
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
三
従
」は
、
幼
い
時

に
は
親
に
、
結
婚
し
た
ら
夫
に
、
年
を
取
っ

た
ら
子
ど
も
に
従
う
。
つ
ま
り
、
女
性
は
生

涯
を
通
じ
て
自
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
考
え
で
す
。「
三
従
」
が
一
番
古
く

登
場
す
る
の
は
、イ
ン
ド
の『
マ
ヌ
法
典
』で

す
。
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
厳
し
い
女
性
差

別
観
が
仏
教
に
流
入
し
、「
五
障
」「
三
従
」が

セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

尼
僧
の
仕
事
が
洗
濯
に

で
も
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
日
本
社
会
は
、

仏
教
の
女
性
差
別
観
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ

一い

ち

人に

ん

に
立
つ

～
聖
教
に
見
る
性
差
別
を
考
え
る
～

講師●平 雅行さん

第 18 回

女性会議
2018年5月7日～8日

　
女
性
会
議
で
は
近
年
、「
一
人
に
立
つ
」
を
テ
ー
マ
に

継
続
し
て
学
ん
で
き
ま
し
た
。
今
回
は
平
雅
行
さ
ん
を
講

師
に
迎
え
、
日
本
仏
教
の
歴
史
の
中
で
女
性
が
ど
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
語
ら
れ
、
救
済
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の

か
に
焦
点
を
あ
て
て
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　「
罪
深
く
障さ

わ

り
多
き
女
人
を
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
み
が
救

済
の
対
象
と
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
教

学
者
の
解
釈
を
、
平
さ
ん
は
「
差
別
的
救
済
論
」
だ
と
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
仏
教
と
世
俗
社
会
が
女
性
差

別
観
を
受
容
し
深
化
・
定
着
し
て
い
く
経
緯
を
辿た

ど

り
な
が

ら
、
豊
富
な
資
料
を
も
と
に
講
義
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
伝
統
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
に
、「
変
わ

る
こ
と
な
く
伝
統
は
守
れ
な
い
」
と
い
う

指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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た
。
日
本
で
最
初
に
出
家
受
戒
を
し
た
の
は

女
性
、
尼
さ
ん
で
す
。
善
信
尼
が
5
8
4
年

に
出
家
し
、
百
済
に
渡
っ
て
正
式
に
受
戒
を

う
け
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、

6
2
4
年
に
僧
尼
の
調
査
を
し
て
い
ま
す
。

寺
が
46
、
僧
侶
が
8
1
6
人
、
尼
僧
が

5
6
9
人
と
の
こ
と
で
す
。
僧
の
4
割
が
尼

僧
で
す
。
奈
良
時
代
で
も
僧
尼
の
役
割
に
基

本
的
な
違
い
が
無
く
、
女
性
が
罪
深
い
と

い
っ
た
よ
う
な
言
葉
は
一
般
の
文
献
に
も
出

て
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
尼
天
皇
で
あ
る
称

し
ょ
う

徳と
く

天
皇
の
時
代
に
、
尼
さ
ん
た
ち
が
大
い
に
活

躍
を
し
ま
す
。

し
か
し
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
称
徳
天

皇
の
仏
教
保
護
政
策
が
全
否
定
さ
れ
、
南
都

仏
教
が
抑
圧
さ
れ
ま
す
。
天
台
・
真
言
宗
が

新
た
に
登
場
し
ま
す
が
、
当
時
の
両
宗
に
尼

の
養
成
制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
南
都
仏

教
へ
の
抑
圧
の
な
か
で
、
尼
僧
の
排
除
が
進

め
ら
れ
ま
す
。
奈
良
に
西さ

い

隆り
ゅ
う

尼に

寺じ

と
い
う

尼
寺
が
あ
り
ま
し
た
が
、
8
8
0
年
、「
男

僧
の
法
衣
を
洗
濯
し
ろ
」
と
い
う
命
令
が
出

さ
れ
ま
す
。
国
の
平
和
と
繁
栄
を
祈
る
の
が

尼
僧
た
ち
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ

が
洗
濯
に
変
わ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
尼
寺
が

次
々
に
つ
ぶ
れ
て
ゆ
き
、
旧
仏
教
の
世
界
か

ら
尼
僧
が
い
な
く
な
り
ま
す
。
プ
ロ
の
尼
僧

が
い
な
い
と
い
う
の
が
、
古
代
仏
教
と
中
世

仏
教
の
決
定
的
な
違
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
中

世
で
も
尼
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

夫
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
出
家
し
た
後ご

家け

尼あ
ま

で

す
。
女
性
は
救
済
さ
れ
る
側
に
押
し
込
め
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

家
社
会
の
成
立
と		

女
性
差
別
観
の
浸
透

摂
関
時
代
、平
安
時
代
の
中
頃
に
、「
五
障
」

の
よ
う
な
女
性
差
別
観
が
貴
族
社
会
に
登
場

し
、
さ
ら
に
院
政
時
代
に
な
る
と
、「
五
障
」

と
「
三
従
」
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
り
、
女
人

罪
業
観
も
非
常
に
リ
ア
ル
に
な
り
ま
す
。
女

性
差
別
観
が
深
刻
に
な
っ
た
背
景
に
は
家
父

長
制
的
な
家
族
の
成
立
が
あ
り
ま
す
。
荘
園

公
領
制
が
成
立
し
て
不
動
産
の
私
有
が
認
め

ら
れ
、
そ
れ
を
家
の
財
産
と
し
て
男
子
が
相

続
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

家
族
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
夫

婦
の
一
体
性
が
強
ま
っ
て
、
夫
婦
が
同
じ
墓

に
入
る
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
夫
婦
の
財
布

も
別
々
か
ら
一
つ
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
う
い

う
男
性
中
心
の
家
社
会
が
貴
族
階
層
で
成
立

し
た
こ
と
が
、
女
性
差
別
観
が
貴
族
社
会
に

広
ま
っ
た
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
す
べ
て
の
女
性
の
地
位
が
転
落

し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
得
を
し
た
女
性

と
、
損
を
し
た
女
性
が
い
た
。
得
を
し
た
の

は
正
妻
で
す
。
も
と
も
と
日
本
社
会
で
は
正

妻
と
い
う
概
念
が
な
く
、
正
妻
と
妾
の
区
別

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
頃
に
正
妻
の

地
位
が
確
立
し
、
正
妻
は
家
の
な
か
で
大
き

な
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
最
近
の

研
究
で
は
、
そ
れ
を
主
婦
権
、
家
政
権
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

旧
仏
教
の
差
別
的
救
済
論

女
性
が
罪
深
い
と
い
う
女
人
罪
業
観
が
社

会
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
過
程
は
、
同
時
に
女
人

救
済
論
が
発
達
す
る
過
程
で
も
あ
り
ま
す
。

「
旧
仏
教
は
女
人
救
済
を
説
か
な
か
っ
た
」

と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
が
、
完
全
な
間
違

講師プロフィール
たいら　まさゆき●1951年大阪市生まれ。京都大学大学院博士後期課程研究指導認定退
学。京都橘女子大学・関西大学助教授、大阪大学教授を経て現在、大阪大学名誉教授・京
都先端科学大学特任教授。専門は日本中世史・古代中世仏教史。
主著は『日本中世の社会と仏教』（塙書房・1992）、『親鸞とその時代』（法藏館・2001）、『歴
史のなかに見る親鸞』（同・2011）、『鎌倉仏教と専修念仏』（同・2017）、『法然』（山川
出版社・2018）。
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い
で
す
。
旧
仏
教
の
文
献
に
は
、
女
人
往
生

や
女
人
成
仏
に
か
か
わ
る
膨
大
な
資
料
が
存

在
し
ま
す
。
旧
仏
教
の
世
界
で
は
、
女
人
往

生
や
女
人
成
仏
は
常
識
で
し
た
。
そ
し
て
院

政
時
代
に
は
、
そ
れ
が
今い

ま

様よ
う

と
い
う
流
行
歌

で
謡
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
社
会
に
も
広
ま
り
ま

し
た
。

で
も
、
そ
の
女
人
救
済
論
に
は
大
き
な
問

題
が
あ
り
ま
す
。
女
性
は
男
性
よ
り
も
罪
深

い
と
か
、
救
済
さ
れ
る
に
し
て
も
、「
変へ

ん

成
じ
ょ
う

男な
ん

子し

」
と
い
う
、
男
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
救

済
さ
れ
る
話
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
す
。
私
は
そ

れ
を
「
差
別
的
救
済
論
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

女
人
救
済
の
議
論
は
パ
タ
ー
ン
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。「
女
性
は
非
常
に
罪
深
く
て
、

他
の
仏
さ
ん
や
他
の
経
典
で
は
救
え
ま
せ
ん

が
、
○
○
だ
け
は
お
救
い
に
な
れ
ま
す
」
と

言
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
○
○
」

に
い
ろ
ん
な
も
の
が
入
り
ま
す
。
法
華
経
だ

け
、
阿
弥
陀
仏
だ
け
、
光こ

う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

だ
け
、

薬
師
さ
ん
だ
け
…
…
。
す
べ
て
こ
の
パ
タ
ー

ン
で
す
。
日
本
で
女
人
往
生
や
女
人
成
仏
を

否
定
し
た
僧
侶
は
い
ま
せ
ん
し
、
否
定
し
た

文
献
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
す
べ
て
こ
の
パ

タ
ー
ン
で
す
。

法
然
・
親
鸞
と
道
元

で
は
、
法
然
さ
ん
や
親
鸞
さ
ん
は
何
を
し

た
の
か
。
二
人
は
人
間
の
平
等
論
に
力
を
注

ぎ
ま
し
た
。
旧
仏
教
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
し

か
称
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
を
レ
ベ
ル

の
低
い
劣
っ
た
人
間
と
考
え
た
の
で
す
が
、

そ
れ
に
対
し
て
法
然
さ
ん
や
親
鸞
さ
ん
は
、

南
無
阿
弥
陀
仏
し
か
称
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
人
々
に
「
ま
こ
と
の
心
」
を
も
っ
た
人
間

の
姿
を
発
見
し
た
。そ
し
て
法
然
さ
ん
は「
全

て
の
人
間
は
平
等
に
愚ぐ

者し
ゃ

凡ぼ
ん

夫ぶ

だ
」と
語
り
、

親
鸞
さ
ん
は
「
全
て
の
人
間
は
平
等
に
悪
人

で
あ
る
」
と
語
り
ま
し
た
。
機き

根こ
ん

の
平
等
、

人
間
の
平
等
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
、
専せ

ん

修じ
ゅ

念
仏
の
思
想
の
画
期
性
が
あ
り
ま
す
。
悪
人

は
諸
仏
か
ら
見
放
さ
れ
た
と
い
う
議
論
を
、

「
悪
人
」
＝
「
末
代
の
衆
生
」
が
平
等
に
諸

仏
か
ら
見
放
さ
れ
た
と
読
み
替
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
悪
人
救
済
論
を
人
間
平
等
の
救
済

論
に
組
み
替
え
ま
し
た
。

た
だ
し
、
二
人
は
男
女
の
平
等
論
に
は
あ

ま
り
取
り
組
ま
な
か
っ
た
。
で
も
、
新
し
い

側
面
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、法
然
さ
ん
は『
無

量
寿
経
釈
』
で
女
人
往
生
を
説
い
て
い
ま
す

が
、
あ
れ
は
旧
仏
教
で
語
ら
れ
て
き
た
も
の

と
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
そ
の
話

は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
で
削
除
さ
れ
ま
し

た
。
女
性
信
徒
へ
の
手
紙
で
も
、
女
人
往
生

や
三
十
五
願
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。

女
人
往
生
論
の
危
う
さ
に
気
づ
い
て
語
る
の

を
止
め
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

女
人
罪
業
観
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
た
の

が
道
元
さ
ん
で
す
。
男
女
差
別
を
否
定
し
、

女
人
結
界
を
「
魔
界
」
と
呼
ん
で
批
判
し
ま

し
た
。
女
人
結
界
に
つ
い
て
「
近
代
的
な
人

権
感
覚
で
伝
統
を
否
定
す
る
の
は
お
か
し

い
」
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

違
い
ま
す
。
道
元
さ
ん
は
鎌
倉
時
代
に
、
仏

教
の
教
え
に
照
ら
し
て
女
人
結
界
が
お
か
し

い
と
断
言
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
誇

る
べ
き
遺
産
で
す
。

女
性
差
別
観
の
広
が
り
と	

	

戦
国
時
代

女
性
差
別
観
は
戦
国
時
代
に
民
衆
の
世
界
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に
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
善
光

寺
信
仰
は
も
と
も
と
女
人
罪
業
観
と
無
縁
で

し
た
が
、
戦
国
時
代
の
真ま

名な

本ぼ
ん

『
善
光
寺
縁

起
』
か
ら
、
濃
厚
な
女
人
罪
業
観
が
登
場
し

て
き
ま
す
。
ま
た
『
血け

つ

盆ぼ
ん

経き
ょ
う』

信
仰
も
こ
の

頃
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
女
性
は
お
産
や
月
経

の
血
で
大
地
を
汚
す
罪
を
背
負
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
血
の
池
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
も

の
で
す
。
10
世
紀
ご
ろ
に
中
国
で
成
立
し
た

信
仰
で
す
が
、
戦
国
時
代
か
ら
日
本
で
流
布

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

実
は
こ
の
こ
ろ
、
百
姓
の
世
界
で
家
父
長

制
的
な
家
族
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
も
と
も

と
百
姓
の
家
は
非
常
に
不
安
定
で
、
す
ぐ
に

壊
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
百
姓
の
生
活
が

次
第
に
安
定
し
て
き
て
財
産
を
も
つ
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
家
の
財
産
を
男
の
子
に
相
続

さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
永
続
的

な
家
が
百
姓
の
世
界
に
登
場
す
る
の
で
す
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
女
性
の
地
位
の
転
落
や
、
女

性
へ
の
貞
操
観
念
の
強
制
を
も
た
ら
し
て
ゆ

き
ま
す
。
こ
れ
が
、
戦
国
時
代
に
民
衆
の
世

界
に
女
人
罪
業
観
が
流
布
・
定
着
し
て
い
っ

た
原
因
だ
っ
た
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

蓮
如
『
御
文
』
の		

歴
史
的
評
価
と
現
代

こ
う
い
う
歴
史
的
動
向
の
な
か
で
蓮
如
さ

ん
が
登
場
し
ま
す
。『
御お

文ふ
み

』
に
は
「
五
障

三
従
」
の
話
も
多
く
み
え
ま
す
が
、
そ
れ
に

は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
男
よ
り
も

女
性
の
方
が
罪
深
い
と
語
る
も
の
で
す
（
5

︲
7
）。
戦
国
期
に
流
布
し
た
女
人
罪
業
観

を
、
蓮
如
さ
ん
も
垂
れ
流
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、「
十

じ
ゅ
う

悪あ
く

五ご

逆ぎ
ゃ
くの
悪
人
」と「
五

障
三
従
の
女
人
」
を
対
句
で
語
る
も
の
で
す

（
4
︲
3
な
ど
）。対
句
で
す
の
で
、前
者
の「
悪

人
」
に
女
性
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
男
性

を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
蓮
如
さ
ん
独
特

の
言
葉
づ
か
い
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
蓮
如

さ
ん
は
、
女
人
罪
業
論
を
男
女
の
罪
業
論
に

転
化
さ
せ
ま
し
た
。
男
も
女
も
、
普
通
で
は

救
え
な
い
ほ
ど
罪
深
い
と
い
う
の
で
す
か

ら
、親
鸞
さ
ん
の
悪
人
論
と
非
常
に
近
し
い
。

つ
ま
り
蓮
如
さ
ん
に
は
、
戦
国
時
代
に
流

布
し
た
女
人
罪
業
観
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

た
と
い
う
側
面
と
、
そ
れ
を
男
女
平
等
の
罪

業
論
に
変
え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
、
二
つ
の
側

面
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
歴
史

的
評
価
は
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

た
だ
し
、
歴
史
的
評
価
と
、
現
代
的
評
価

は
異
な
り
ま
す
。「
五
障
三
従
」
論
が
蔓
延

し
て
い
る
な
か
で
、
蓮
如
さ
ん
は
そ
れ
を
男

女
平
等
の
罪
業
論
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
努
力

し
ま
し
た
。
で
も
、
今
や
蓮
如
さ
ん
の
目
指

し
た
方
向
が
実
現
し
て
、
男
女
平
等
論
が
一

般
的
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
時
代
状
況

の
な
か
で
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
「
五
障
三

従
」
の
『
御
文
』
を
、
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ

る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
蓮
如
さ
ん
の
真
意

か
ら
外
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
男

女
平
等
が
普
通
と
な
っ
た
今
で
は
、「
五
障

三
従
」の『
御
文
』の
歴
史
的
役
割
は
終
わ
っ

た
、
と
私
は
考
え
ま
す
。

時
代
に
あ
わ
せ
て
変
わ
っ
て
ゆ
か
な
い
と

伝
統
は
守
れ
ま
せ
ん
。変
え
る
べ
き
も
の
と
、

変
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
を
、
き
ち
ん
と

見
分
け
る
。
そ
し
て
怖お

そ

れ
る
こ
と
な
く
大
胆

に
変
え
る
。
こ
う
し
て
、
は
じ
め
て
伝
統
を

守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
真
宗
の
皆
さ

ん
の
勇
気
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
講
義
抄
録
）
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『
仏
説
無
量
寿
経
』
巻
上
　

第
三
十
五
願

た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
十
方
無

量
不
可
思
議
の
諸
仏
世
界
に
、
そ
れ
女

人
あ
っ
て
、
我
が
名
字
を
聞
き
て
、
歓か

ん

喜ぎ

信し
ん

楽ぎ
ょ
うし
、
菩
提
心
を
発お

こ

し
て
、
女
身

を
厭え

ん

悪お

せ
ん
。
寿

い
の
ち

終
わ
り
て
の
後
、
ま

た
女
像
と
な
ら
ば
、
正

し
ょ
う

覚が
く

を
取
ら
じ
。

（『
真
宗
聖
典
』
21
～
22
頁
）

和
讃

『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
に

は
男
女
を
問
わ
ず
浄
土
往
生
が
説
か
れ

て
い
ま
す
が
、
重
ね
て
第
三
十
五
願
に

女
性
の
救
い
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
理
由
を
法
然
上
人
は『
無
量
寿
経
釈
』

の
中
で
「
つ
ら
つ
ら
こ
の
事
を
案
ず
る

に
、
女
人
は
障さ

わ

り
重
く
し
て
、
明
ら
か

に
女
人
に
約
せ
ず
ば
、
即
ち
疑
心
を
生

ぜ
し
む
」
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
そ

第18回「女性会議」では、平雅行さんに「一
いち

人
にん

に立つ～聖
しょう

教
ぎょう

に見る性差別を考える～」
をテーマに講義いただきました（講義抄録・本誌６～９頁収載）。

仏教はどのように女性の救いを説いてきたのでしょうか。講義の中でも言及されてい
る「五

ご

障
しょう

・三
さん

従
しょう

」「変
へん

成
じょう

男
なん

子
し

」を身近な聖教にたずねてみます。

五
障
と
は

女
性
が
仏
に
な
れ
な
い
理
由
と
さ
れ
て

い
る
も
の
に
「
五
障
・
三
従
」
が
あ
り
ま

す
。「
五
障
」
と
は
、
女
性
は
五
つ
の
も

の
に
な
れ
な
い
と
い
う
考
え
で
、
そ
の
五

つ
と
は
、
梵ぼ

ん

天て
ん

王
、
帝た

い

釈し
ゃ
く

天
、
魔ま

王お
う

、

転て
ん

輪り
ん

聖じ
ょ
う

王お
う

、
仏ぶ

つ

で
す
。
い
ず
れ
も
特
別

な
能
力
で
仏
を
守
護
す
る
者
た
ち
で
、
特

に
仏
（
覚
者
＝
目
覚
め
た
者
）
に
女
性
は

な
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。

三
従
と
は

「
三
従
」
と
は
、「
幼
い
時
は
父
に
従
い
、

結
婚
し
て
か
ら
は
夫
に
従
い
、
老
い
て
は

息
子
に
従
え
」
と
い
う
教
え
で
、
女
性
は

男
性
に
依
存
し
、
自
立
で
き
な
い
（
し
て

は
な
ら
な
い
）
存
在
だ
と
い
う
考
え
方
で

す
。
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
イ
ン
ド

の
民
衆
の
間
で
行
わ
れ
て
き
た
慣
習
や
規

範
を
成
文
化
し
た
『
マ
ヌ
法
典
』（
紀
元

前
２
０
０
～
後
２
０
０
年
頃
ま
で
に
成

立
）
に
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
の
思
想
が

仏
教
に
入
り
込
み
、
日
本
で
「
五
障
・
三

従
」
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

「
五
障
・
三
従
」

と
い
う
教
え

「
変
成
男
子
」と
い
う
思
想

「
変
成
男
子
」
と
は
、「
五
障
・
三
従
」
の
女
性
は
女
性
の
ま
ま
で
は
救
わ
れ
な

い
た
め
、「
女
身
を
転
じ
て
（
男
子
と
な
り
）」
成
仏
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
説
く
経
典
は
『
仏
説
無
量
寿
経
』
や
『
妙
法
蓮
華
経
』（『
法
華
経
』）

「
提だ

い

婆ば

達だ
っ

多た

品ぼ
ん

」
な
ど
数
多
く
あ
り
、
仏
教
・
真
宗
の
一
般
的
な
考
え
方
だ
っ

た
と
い
え
ま
す
。
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
意
識
の
根
底
に
も
こ
の
よ
う
な
考

え
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『仏説無量寿経』巻上　第三十五願
（大正大蔵経　第十二巻）

「五障・三従」という教え
「変成男子」という思想
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『
女
人
往
生
聞
書
』

親
鸞
聖
人
の
曾
孫
に
あ
た
る
存ぞ

ん

覚か
く

上
人
（
１
２
９
０
～
１
３
７

３
年
）の『
女
人
往
生
聞
書
』
は
多
く
の
経
論
を
引
用
し
、
女
性
を

地
獄
の
つ
か
い
で
あ

り
、
ま
た
心
は
夜
叉

の
よ
う
に
罪
深
い
と

述
べ
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
も
の
は

蓮
如
上
人
の
書
写
に

よ
る
も
の
で
す（『
真

宗
聖
教
全
書
』
三
、

歴
代
部
（
1
0
9
～

1
1
8
頁
）に
所
収
）。

の
ゆ
え
は
、
女
人
は
過
多
く
障
り
深
く
し
て
、
一
切

の
所
に
嫌
わ
れ
」
て
い
る
た
め
と
し
ま
し
た
。
親
鸞

聖
人
は
「
浄
土
和
讃
」
大
経
意
の
中
で
「
弥
陀
の
大

悲
ふ
か
け
れ
ば　

仏ぶ
っ

智ち

の
不
思
議
を
あ
ら
わ
し
て　

変
成
男
子
の
願
を
た
て　

女
人
成
仏
ち
か
い
た
り
」

（『
真
宗
聖
典
』
4
8
4
頁
）
と
述
べ
、「
高
僧
和
讃
」

善
導
大
師
に
も
「
弥
陀
の
名

み
ょ
う

願が
ん

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
」（『
真
宗
聖
典
』

4
9
5
頁
）
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
御
文
』
五
帖
目
第
七
通

蓮
如
上
人
（
１
４
１
５
～
１
４
９
９
年
）
は
『
御お

文ふ
み

』（
手
紙
）
で
多
く
の
門
徒
を
教
化
し
て
き
ま

し
た
。
男
女
平
等
の
視
点
で
書
か
れ
た
も
の
が
あ

る
の
と
同
時
に
、
女
性
の
罪
深
さ
が
強
調
さ
れ
た

も
の
も
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。『
御
文
』
は
繰

り
返
し
拝
読
さ
れ
、
の
ち
に
男
性
の
教
学
者
、
僧

侶
や
布
教
使
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し

た
。
と
り
わ
け
江
戸
時
代
以
降
の
檀
家
制
度
の
も

と
で
、
前
世
の
罪
業
と
し
て
現
世
で
は
女
性
に
生

ま
れ
、
そ
の
女
性
の
罪
深
さ
ゆ
え
に
来
世
も
救
わ

れ
な
い
と
さ
れ
、「
だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
み

が
女
性
を
救
う
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。

罪
深
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
女
性

『御文』五帖目第七通
『真宗聖典』「五帖御文」所収（写真の箇所は835頁参照）

写真は『女人往生聞書』
（明治15年7月22日翻刻・西村九郎右衛門編）

写真は『真宗大谷派声明集』（東本願寺出版）
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3
月
12
日
～
13
日
、
し
ん
ら
ん
交
流
館
で

第
8
回
「
女
性
住
職
の
集
い
」
を
開
催
、
17

人
の
女
性
住
職
・
住
職
代
務
者
が
参
加
さ
れ

ま
し
た
。

始
め
に
参
加
者
2
名
よ
り
発
題
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
ず
長
谷
川
真
由
美
さ
ん
（
東
京

教
区
光
照
寺
住
職
）
は
、
住
職
を
継
承
し
た

経
緯
を
は
じ
め
、
東
日
本
大
震
災
や
近
隣
地

域
で
あ
っ
た
大
規
模
な
水
害
を
経
て
「
お
寺

に
住
ん
で
い
る
者
は
何
が
で
き
る
の
か
、
何

を
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
中
で
ご
門
徒
さ
ん

と
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
か
」
な
ど
、
災
害

と
そ
れ
に
呼
応
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が

寺
院
に
お
け
る
生
活
の
柱
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
に
市
岡

ひ
ろ
み
さ
ん
（
京
都
教
区
光
雲
寺
住
職
代
務

者
）
か
ら
は
、
寺
院
で
の
活
動
を
中
心
に
、

カ
ル
ト
宗
教
の
問
題
が
身
近
に
あ
る
こ
と
な

ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

班
別
の
語
り
合
い
で
は
一
人
ひ
と
り
の
声

を
お
互
い
に
聞
き
合
い
、
全
体
の
語
り
合
い

で
は
介
護
・
育
児
と
法
務
と
の
両
立
や
寺
院

の
経
済
の
問
題
等
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

寺
院
で
抱
え
る
切
実
な
問
題
に
つ
い
て
、
活

発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
日
程
中
、
し
ん
ら
ん
交
流
館
1
階
交

流
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
国
際
女
性
デ
ー
（
3
月

8
日
）
に
あ
わ
せ
て
開
催
し
て
い
た
女
性
室

主
催
の
企
画
展
「
い
ろ
い
ろ
な
性
を
生
き
る

展
」
を
見
学
し
ま
し
た
（
写
真
）。

●
集
い
で
語
り
合
わ
れ
た
問
題
は
、
根
本
的

な
と
こ
ろ
は
一
緒
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
問
題
を
考
え
、
足
が
か
り
に

さ
れ
て
い
る
先
人
の
様
子
や
考
え
方
を
聞

く
こ
と
が
で
き
て
、
自
分
の
問
題
の
解
決

に
つ
な
が
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

●
宗
門
の
興
隆
の
た
め
に
も
、
女
性
が
「
気

が
つ
い
た
こ
と
」
を
大
き
な
声
で
言
え
る

場
を
作
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
場
の
ひ
と
つ

が
「
女
性
住
職
の
集
い
」
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

●
地
域
性
が
あ
り
、
大
谷
派
の
儀
式
と
し
て

の
一
貫
性
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
住

職
任
せ
の
儀
式
・
勤
行
は
門
徒
の
眼
に
ど

う
映
る
の
だ
ろ
う
か
？

●
各
寺
院
の
現
状
は
様
々
な
の
で
、
ノ
ウ
ハ

ウ
を
持
ち
帰
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
と
い

う
こ
と
と
共
に
、
全
国
の
寺
の
多
様
性
を

知
り
、
事
情
を
切
実
に
感
じ
た
こ
と
が
、

私
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
す
。

●
女
性
ば
か
り
で
の
お
つ
と
め
は
、
の
び
の

び
と
自
由
に
声
が
出
せ
ま
し
た
。

●
女
性
が
住
職
や
代
務
者
に
な
っ
て
い
く

時
、
精
神
面
や
手
続
き
面
に
お
い
て
ス
ム

ー
ズ
な
流
れ
が
で
き
る
よ
う
、
宗
門
の
条

例
等
の
抜
本
的
見
直
し
が
必
要
だ
と
思
っ

た
。
女
性
の
生
き
や
す
い
宗
門
の
あ
り
方

が
求
め
ら
れ
る
。

●
そ
れ
ぞ
れ
が
語
り
合
っ
た
こ
と
で
、
女
性

（
住
職
）
だ
か
ら
と
い
う
悩
み
よ
り
、
寺

の
存
続
継
承
の
問
題
の
方
が
大
き
い
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
寺
離
れ
、
坊
主

離
れ
、
宗
教
離
れ
を
防
ぐ
こ
と
も
今
後
の

大
き
な
課
題
で
す
。

●
少
々
深
い
話
を
し
す
ぎ
た
の
で
は
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
状
況
の
切
実
さ
は
聴
い
て

い
た
だ
か
な
い
限
り
は
伝
わ
ら
な
い
と
思

う
。
結
局
、自
身
が
ど
う
身
を
置
く
の
か
、

ま
た
進
む
の
か
で
あ
り
、
地
域
も
慣
習
も

違
う
寺
院
の
方
が
集
い
、
話
し
あ
う
場
が

あ
る
こ
と
、
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

●
女
性
住
職
の
道
が
開
け
て
28
年
経
ち
、
男

性
中
心
社
会
か
ら
女
性
の
社
会
進
出
も
開

か
れ
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
女
性
に
対
し

て
の
偏
見
も
解
け
て
き
て
い
る
が
、
先
人

の
女
性
住
職
の
方
々
が
苦
労
な
さ
っ
て
き

て
今
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

女
性
住
職
の
集
い

2
0
1
9
年
3
月
12
日
～
13
日
　

し
ん
ら
ん
交
流
館

感
想
文
よ
り
（
抜
粋
）

第8回

班別の語り合い
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『�オレは絶対に�
ワタシじゃない
��―トランスジェンダー逆襲の記』
遠藤まめた著　はるか書房　星雲社発売
定価：本体1,500円 +税　2018年

　トランスジェンダー（体の性と、自認する性が一
致していない人）である著者が、子ども時代から現
在までの、周囲の人との軋

あつ

轢
れき

や出来事を第 1 章に、
第 2・3 章に仲間とともに社会活動をしていく過程
や本人の思いを、軽妙に描いている。また、時々登
場する言葉の解説が、著者の独断と偏見に満ちてい
てクスッと笑える。
　世の中の様々なことが性別で分けられ、世間のま
なざしは、性別というフィルターを通して人を見て
いるということを知らされる。自炊一つでも、女で
あれば特に褒められもしないが、男であれば大絶賛
されることを例にあげ、男扱い、女扱いとは何なの
かと読者に問いかけてくる。

新版『�母さんがどんなに�
僕を嫌いでも』

歌川たいじ著　KADOKAWA
定価：本体1,100円 +税　2018年
DVDの購入・レンタルは映画公式サイトから

　同性愛者であり、ひとり親家庭の中で母親の暴力
を受けながら育った著者が、周囲の人間関係の中で
成長し、葛藤と努力の末、ついには母親と出会い直
す物語。荒削りな絵柄の私小説的漫画で、一気に読
破できる。テーマは単に問題を抱えた家庭の再生と
いうだけではなく、児童虐待、イジメや就業を通し
て人間の尊厳を訴えている。
　著者の人生に大きな影響を与えたのは、血のつな
がりはないが幼い時からの実質的な育ての親である

「ばあちゃん」の存在。中盤のクライマックスは「ば
あちゃん」の言葉が引き起こした、著者の「心の中
のビッグバン」だ。それは高らかな人間宣言だった。
この言葉から、ただただ虐げられるだけだった著者
の人生が大きく展開していく。
　なお、同名の実写映画が 2018 年 11 月に太賀、
吉田羊主演で全国公開された。映画化を機に漫画
ページを新たに描き下ろし再構成された新版。

『僕たちのカラフルな毎日
��―弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記』
南和行・吉田昌史著　産業編集センター
定価：本体1,400円 +税　2016年

　本の帯には「同性愛者として社会のど真ん中を歩
いていこうと決めた 「弁護士夫

ふ う ふ

夫」 のありのままの
日々の記録」とある。2 人が出会い、好意を抱き、付
き合うようになりやがて一緒に暮らして結婚をする
という、自分も通ってきたよくある日常が綴られて
いる。拍子抜けするほど自然に、2 人の生き方に共
感していた。親や身近な人にカミングアウトするこ
とは、遠い誰かに伝えるよりもずっと大きな障害が
ある。その困難を 2 人で乗り越えていく姿に、世
の中にある窮屈な枠組みから外れて生きていくこと
を不幸だと思わせない「愛情の力」を感じ、いつし
か自分が勇気をもらえる本だ。

『王さまと王さま』
絵と文：�リンダ・ハーン／�

スターン・ナイランド
訳：アンドレア・ゲルマー／眞野�豊
ポット出版　2015年
希望小売価格：1,500円 +税

　長く国を治めてきて、そのことにもう飽き飽きし
ていた女王さま。ある日女王さまは王子に言った。

「もううんざり！ 結婚して王さまになりなさい！」
「わたしがあなたの年のころには、もう 2 回も結婚
していたのよ！」女王さまのこの一言から、王子さ
まのお妃候補としていろんな国のお姫さまがやって
きた。それぞれにとても個性的で魅力的なお姫さま
たち。でも、どのお姫さまも王子さまにはしっくり
こない。最後に王子さまが恋に落ちたのは―。
　私たちはいつの間にか「王子さまがお姫さまと結
ばれる」ことをスタンダードとして受け入れている。
だけど人が人を好きになることに“定型”はないこと、
そして、それぞれの愛がそれぞれに素晴らしく祝福
されているという肯定のメッセージが、とても自然
に描かれている絵本である。楽しい絵とシンプルか
つ力強いストーリーで、読み聞かせなどにもお薦め。
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先日インターネットで注文した本が届きました。するとある団体のチラシがなぜか同封さ

れていて、そこに「女の子が苦しむ伝統なら、私たちで終わらせよう」という言葉が大きく

掲載されていました。お寺の伝統も同じだと思いました。

また、ある研修会で講師のかたが「お寺の人たちはいつも傷ついていますね」と言われま

した。それを聞いてとても胸が熱くなりました。なぜお寺が人が傷つく場所になっているの

でしょうか。

私には10歳と２歳の娘がいます。ほんのたまにですが、門徒さんから「男の子はまだです

か」「次は男の子やな」と声をかけられます。お寺の未来を思っての言葉なのでしょう。よく

聞く話です。このようなやりとりは、住職就任の条件においては性別を問わなくなったこと

の周知が不徹底であることに起因しています。しかしそのような不毛とも思われる会話の中

に、お寺への期待が隠されているとも言えます。

「寺の住職は世襲制」という幻想のような伝統は、血統を重んじる選民意識に根差している

と聞いたことがあります。さらに最近は「郷土愛」という言葉によって、すでに崩壊しつつ

ある「家」または家族という血統の具現が見直されはじめています。そういう背景があるの

で「お寺は世襲制」という伝統についての誤認もよりいっそう強度を増していて、問題にす

ることさえ難しくなっています。

「お寺は男が継ぐもの」という誤解にもとづく発言であっても、私はそのたびに娘たちが殺

されているように感じます。表現がきついとかの話ではなく、本当に娘たちが殺されている

と感じるのです。ですからこの件については今のところ不快という以外に表現のしようがあ

りません。

今回私が本当に問題にしたいのは他者の言葉ではありません。そういうたぐいの言葉に対

する私の対応についてです。「そうですねえ」とか「そればっかりはわかりません」などの曖

昧な返答でその場をやり過ごそうとしてしまいます。

何を言われてもうまく折り合いをつけて「大人の対応」をしてしまうことは処世術かもし

れません。ですがそれでは問題の本質と向き合うことから避け続けていることと同じです。

傷ついている自分にふさわしくあること。「そういうことを言うのはやめてください」と率

直に相手に伝えること。それだけが自分自身を含めたすべての人たちの尊厳をまもることに

なるのだと思います。

自分自身が傷ついていることに鈍感であれば、相手を傷つけていることにも鈍感になるの

は当然です。まずは自分自身の傷口を確かめることしか解決への糸口はありません。

三重教区 南勢１組 本覺寺　西
さ い

寺
じ

真
し ん

也
や

つぶ やき

傷ついている自分に
ふさわしくあること
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後期修練※で思い悩んだときに聞いた声
しょう

明
みょう

に心打たれた。その数週間後、祖父の７回忌に出
仕し、習ったとおりに唱和できない自分にショックを受ける。この２つの出来事のギャップが、
私が声明を志したきっかけだ。そして、飽きっぽい私が今日まで続けてこられたのは、よい先生・
先輩・仲間に出遇えたからに他ならない。友人に連れられ突如お稽古にお邪魔した私に、その
後何年も丁寧に教えてくださった先生は、「無理」とか「やめなさい」ということを一切仰らなかっ
た。もちろん「女だから」ということも。今も迷ったときに思い返すのは、先生の言葉や節

ふ し

。
声明を学ぶことを志して以降、圧倒的少数派の女

じ ょ

声
せ い

を発する者として、持ち合わせた声をど
う生かすか、男声主体の声明の中に、全体の雰囲気や響きを壊すことなく、自分の喉を壊すこ
ともなく混ざるにはどうしたらよいのか ･･･ と模索してきた。異なる響きで聞こえてくる自分
の声を、全体に対して高音でつけるか低音でつけるか、勤行次第や法要の重さによっても変わっ
てくる。参詣席に知り合いがいると、どう聞こえたかを尋ねた。

８年ほど前から三条別院の報恩講初日の音楽法要では、女性だけで助音勤めをする一座を設
けてもらっている。合唱団と女声の声明のコラボが美しいとの感想もいただき、昨年は満堂と
なった。女声だけのお勤めができる･･･これで今まで葛藤してきた問題が解決するかと思ったら、
そう簡単な話ではないことに気づかされた。同性であっても年齢・声質・音域が違う。美しく
はあるが迫力に欠ける。性別を揃えたからどうにかなる問題ではなかったのだ。それ以降、こ
の一座のために時間をかけて丁寧に習

し ゅ

礼
ら い

をし、そのとき読むお聖
しょう

教
ぎょう

の内容や意味を極力理解し、
発声方法を追求して声をそろえ、参加者でコミュニケーションをとり合う。だからこそ、ひと
りひとりのお聖教を大切にいただく思いと個性あふれる声とがひとつになったときの感動はこ
の上ない。

この経験を通して知り得たことは、お勤めに感動する根拠だ。男声だけ女声だけ、あるいは
混声のいずれの場合でも、お言葉を丁寧にいただき、お勤めを素晴らしいチームワークで作り
上げようという気持ちが重なり合い、御堂全体に伝わっていく。そのことを実感したとき、身
体の奥底から感動が沸き起こるのだと思う。

感動を共感してもらえただろうか。響きとして心地よかっただろうか。自分自身が改めてお
聖教の言葉をいただけただろうか。そこにはいつも戸惑いや葛藤があって、
それでいて、教えに出遇った感動やそれを分かち合える朋友がいる。不安と
感動とがゆらぎながら共存しているのだ。

ゆ ら ぎ

不安と感動の間
はざま

で

三条教区 第10組 浄敬寺　永
な が

寶
と み

晴
は る

香
か

※後期修練： 真宗大谷派僧侶が教法をひろめ儀式執行の資格を有する教師となるために受ける教師修練課程。前期・後期の２回修了後、
教師に補任される。



ー＇

＼ 
＼

ヽ

MY 

`
9 • 2019

こ
の
広
報
誌
の
名
前
で
あ
る
『
あ
い
あ

う』
は 、
親
愕
聖
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

『
教
行
信
証』
（
顕
浄
上
真
実
教
行
証
文
類）

ぇ

「
行
巻」
の
「
今
み
な
ま
た
会
し
て 、
こ

ぁ

れ
共
に
あ
い
値
え
る
な
り」
【
真
宗
堅
典一

五
九
頁】
と
い
う
言
莱
か
ら
名
づ
け
ら
れ

ま
し
た 。

あ
い

あ

あ

「
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 。

H
々
の
生
活
に
あ
っ
て 、
わ
た
し
た
ち

が
ぷエ
き
るク
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
瓜
1

き
るク
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
莱

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 ゜

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
—

を
ご
入
用
の
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い 。
女
性
室
H
p「
あ
い
あ
う
n
e
t
」

で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す ゜

昨
年
9
月
よ
り 、
女
性
室
に
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
比
叡
谷

紗
誓
で
す 。
現
在
は
滋
賀
県
に
あ
る
お
寺
の
坊
守
兼
副
住
職
の
お

役
を
い
た
だ
き 、
つ
れ
あ
い
と
ジ
ャ
パ
ニ
ー

ズ
ミ
ッ
ク
ス
風
の
兄

弟
猫
二
匹
と
で
暮
ら
し
て
い
ま
す 。
生
家
の
お
寺
で
は 、
兄
二
人

と
の

扱
い
の
違
い々

に
割
り
き
れ
な
い
思
い
を
感
じ
て
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た 。
兄
た
ち
は
9
歳
で
得
度
を
し
て
い
る
の
で 、

法
要
の
時
間
だ
け 、
衣
を
蒼
て
出
仕
し
て
は
喜
ば
れ
る。
＿
方
私
は
台
所
で

「
ぉ
寺
に
嫁
に
行
く
ん
だ
よ
i」

だ
の
「（
お
寺
を
手
伝
う
た
め
に）
お
寺
じ
ゃ

な
い
近
く
の
所
に
嫁
に
行
き
な
よ
i」

だ
の
と
勝
手
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
な

が
ら一
日
中
お
斎
づ
く
り
を
手
伝
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た 。
そ
の

兄
た
ち
の
僧
侶
の
姿
を
追
い
か
け
る
よ
う
に、
私
は
20
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
得

度
を
し
（
私
が
9
歳
の
頃
は 、
女
性
は
20
歳
以
上
で
な
く
て
は
得
度
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た） 、
ま
た 、
兄
た
ち
が
声
明
の
研
鑽
を
深
め
て
い

く
姿
を
見 、
そ
れ
も
追
い
か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
が 、「
お
前
に
は
必
要
な
い」

と
い
う
父
の一
言
で
す
っ
か
り
や
る
気
を
な
く
し、
早
々
に
あ
き
ら
め
ま
し

た 。
そ
の
後 、
滋
賀
へ
来
て、
改
め
て
声
明
の
学
び
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
す ゜

oo
た
二
戸[
[
い
汀
汀
汀

託
い

に、
「
あ
い
あ
う」
第
ー

号
か
ら
目
を
通
し
て、
性
差
別
の
問
題
に

真
剣
に
向
き
合
い 、
課
題
を
提
起
し
て
き
た
女
性
室
の
23
年
間
の
歩

み
を
あ
ら
た
め
て
学
び
ま
し
た 。
先
日
開
催
さ
れ
た
「
女
性
室
公
開

講
座」
「
女
性
会
議」
で
お
話
を
聞
い
て、
日
常
の
中
で
モ
ヤ
モ
ヤ
と

感
じ
て
い
た
こ
と
が
実
は
性
差
別
の
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
と
気
が
付

き
ま
し
た 。
自
分
の
中
で
転
換
が
起
こ
る
出
来
事
で 、
性
差
別
の
視

点
か
ら
も
の
ご
と
を
見
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ
て
い
ま
す ゜

女
性
室
の一
員
と
し
て
学
び
は
じ
め
た
ば
か
り
で
す
が 、
活
動
を

通
し
て
出
会
う
皆
さ
ま
お一
人
お
ひ
と
り
か
ら
い
た
だ
＜
声
を
大
切

に
聞
い
て
い
き 、
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
を
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い

い
の
か、
明
る
＜
展
望
を
描
け
る
よ
う
に一
緒
に
な
っ
て
考
え
て
い

き
た
い
で
す ゜

『
あ
い
あ
う」
も

30
号
を
迎
ス 、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て

い
る
方
は
も
ち
ろ
ん 、
新
し
く
多
く
の
方
に
手
に
取
っ
て
も
ら
え
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
す 。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す ゜

（
秋
田
唯
可）
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1 女性室の動き I 
【スタッフ派遣】
2018年

6月 1日
6月11日

高田教区「男女平等参画を考える会拡大学習会」講師
京都教区「男女両性で形づくる教団を目指して」

公開研修会講師
9月19日 公開講座大聖寺会場実行委員会
10月17日公開講座大聖寺会場実行委員会
10月22日高田教区「男女平等参画を考える会拡大学習会」講鉦
11月19日公開講座大聖寺会場実行委員会
12月10日公開講座大聖寺会場実行委員会
12月27日山陽教区「男女共同参画推進委員会学習会」講師

2019年
1月11日
2月4日
2月22日
3月4日
3月18日
3月25日

4月25日
5月22日
6月 5日
6月 7日

公開講座大聖寺会場事前学習会・実行委員会
公開講座大聖寺会場実行委員会
福井教区解放運動特別指定伝道研修事前学習会

公開講座大聖寺会場実行委員会
福井教区解放運動特別指定伝道研修事前学習会
山形教区「共生学習会」講師
大阪教区「女性住職の集い」アドバイザ 一

公開講座大聖寺会場反省会
三重教区「ジェンダ ー 問題に関する学習会」講師
京都教区「男女両性で形づくる教団を目指して」

公開研修会講師
【男女両性で形づくる教団をめざす協議会】

2018年10 月4 日 会場：しんらん交流館
【いろいろな性を生きる展】

2019年2 月 27 日~3 月 25 日
【第8回女性住職の集い】

2019年3 月 12~ 13 日
【公開講座】

2019年4 月 18 日 大聖寺会場
会 場：山代温泉瑠璃光

講 師：菱木政晴氏（元同朋大学特別任用教授）

テ ー マ：浄土を願う～御文・御消息から問われる私～
【第19回女性会議】

2019年5 月 8~9 日 会場：真宗本廟研修道 場
講 師：福島栄寿氏（大谷大学教授）

いちにん

テ ー マ：一人に立っ ～近代教学の女性観～

会場：しんらん交流館

会場：しんらん交流館

新ス勺ッ7紹介

『
あ
い
あ
う』
と
は

比
叡
谷
紗
誓
（
ひ
え
た
に
さ
ち
か
／
女
性
室
ス
タ
ッ
フ）

ーいろいろな性を生きる

衆議院議員の寄稿論文に対する r要望書」の提出について

2

第18回 女性会議
r五障・三従」という教え r変成男子」という思想

第8回女性住職の集い

観てみて、読んでみて

6

Books&DVD 

回傷ついている自分にふさわしくあること
はざま

⑭極[)不安と感動の間で 永賣晴香

12

13

15 

西寺真也

10 

14 

4 女性室広報誌 N)uあう
女性室広報誌『あいあう』第30号
発 行 2019年6月20日
発行人 草野龍子
発行所 真宗大谷派 解放運動推進本部女性室

〒600-8164
京都市下京区上柳町199しんらん交流館内
TEL 075-371-9247 
FAX 075-371-9224 

女性室ホ ームペー ジhttp://aiau-higashihonganji.net 
宗派ホームペー ジhttp://www.higashihonganji.ne.jp 

表紙絵：上田文
『法華経lにある竜女のお話（ 女は仏になれないはずだと言われて、それなら、と男に

なってみせた）をモチ ー フに、竜女を、「男か女か」の二元論をかるがるとトランスCM
境）する存在として描きました。

ま た、竜女の羽衣の「MY BODY MY CHOICE」は、元々は人工中絶を禁止する宗
教や法制度に対するスロ ー ガンで、広く 女性の性の自己決定権を求める言葉（「私
の身体は私が決める」）として使われています。ここでは性別に関わらず「私の身体
を不当に扱われない／不当に扱われることを拒否する」宣言として記しました。

とはいえ、「働く」ことひとっとっても、社会は従来の「一人前の男」を基準とし
た仕組みで成り立っています。「変成男子」は経典の中だけの言葉でしょうか。


