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沖縄の女'|生たち
一女'性の人権と平和運動一

聞き手:大窪祐宣(女性室）

.．言員里

も
と
で
男
女
差
別
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

子
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ

と
な
り
ま
し
た
。

と
、
本
土
と
は
ま
つ

う
緊
張
感
の
中
で
、

し
た
。
「
こ
れ
が
、

あ
る
こ
と
の
現
実
で

警
戒
態
勢
が
敷
か
れ

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
等

時
多
発
テ
ロ
と
、
そ

く
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

復
攻
撃
。
昨
年
九
月

回
は
沖
縄
の
女
性
た

史
か
ら
学
び
ま
し
た

男
女
共
同
参
画
。

が
ど
こ
に
向
か
っ
て

実
現
す
る
た
め
の
共

な
の
か
。
そ
の
こ
と

も
問
い
返
し
な
が
ら

組
み
と
し
て
い
く
た

日
、
沖
縄
で
は
、

「一
ｋ

最
高
度
の

生
活
、
慣
習
の
中
で
は
、
女
性
た
ち
は

ビ
ュ
ー

由
井
晶

基
地
が

た
く
這

す
よ
酉

『●

ち
の
歴

幸
せ
い
つ

て
い
ま

れ
に
続

め
、
今

同
参
画

、

男
と
女

で
の
同

の
取
り

十
八

Ⅲ
民
法
下
で
は
家
粁
と
か
、
家
制
度
の

何
を

そ
こ
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。
Ⅱ
本
で
も

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ｌ
今
日
は
大
ま
か
に
申
し
ま
し
て
、

タ
ン
ダ
ー
ド
で
す
ね
ｃ

統
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
枠
で
女
性
の
霊
力
を
非
常
に
利
用
し

会
的
な
地
位
は
低
い
ｃ
明
給
以
前
は
、

的
な
地
位
は
強
い
の
で
す
。
し
か
し
社

由
井
俄
習
の
巾
で
は
、
女
性
の
宗
教

「
沖
縄
の
慣
習
と
女
性
た
ち
」
と
い
う

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
沖
縄
の
伝
統
的
な

女
性
た
ち
」
と
い
う
視
点
で
お
話
を
お

視
点
、
も
う
一
つ
は
「
戦
争
と
基
地
と

慣
習
の
中
の
女
性
た
ち

有
力
な
の
で
す
が
、
琉
球
王
国
時
代
の

利
と
い
う
習
慣
が
あ
る
の
で
す
。

沖
縄
で
は
血
統
中
心
で
、
男
性
絶
対
有

慣
習
上
現
代
に
も
生
き
て
い
る
で
し
ょ
う
。

「

こ
れ
は
全
体
的
に
貧
し
い
庶
民
の
間

Ｉ

で
は
、
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
う
説
が

て
い
ま
す
。
沖
縄
で
は
常
に
ダ
ブ
ル
ス

Ⅱ

Ｉ
ト
ー
ト
ー
メ
ー
（
位
牌
）
問
題
‐

そ
の
中
で
非
常
に
問
題
な
の
は
、
血

、．

売
春
問
題

Ｌ_ﾉ』

〆

<::§;雷与一零）

中
部
で
は
、
男
の
血
筋
だ
け
が
家
系
を

継
ぐ
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
明
治
の
Ⅲ
民
法
と
ド
ッ
キ
ン
グ

し
て
、
現
実
社
会
で
は
家
父
長
的
な
の

で
す
。家

督
を
相
続
す
る
た
め
に
、
日
本
の

一
般
社
会
で
は
男
の
子
が
い
な
い
場
合

は
娘
に
婿
を
取
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ

は
沖
縄
で
は
別
の
血
筋
だ
と
い
う
こ
と

で
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し

ま
す
と
、
〃
お
妾
（
め
か
け
）
さ
ん
〃

を
持
つ
、
余
所
（
よ
そ
）
で
子
ど
も
を

つ
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
先
祖
へ
の

供
養
だ
と
い
う
こ
と
で
、
女
性
た
ち
の

地
位
が
脅
か
さ
れ
て
き
た
。
男
の
子
を

産
ま
な
い
限
り
、
女
の
子
を
何
人
産
ん

で
も
ダ
メ
な
の
で
す
。
離
婚
さ
れ
た
り
。

そ
し
て
、
祭
祁
権
と
財
産
権
が
一
体

に
な
っ
て
い
る
の
が
「
ト
ー
ト
ー
メ
ー
」

で
す
。
こ
の
こ
と
が
戦
後
三
十
年
も
し
て
、

八
十
年
代
に
な
っ
て
悩
習
上
の
女
性
差

別
の
問
題
と
し
て
激
し
く
燃
え
盛
り
ま

し
た
。

由
井
そ
れ
と
い
っ
し
ょ
に
売
春
問
題

が
出
て
く
る
の
で
す
。
終
戦
直
後
は
、



地
上
戦
の
あ
っ
た
世
界
中
ど
こ
に
も
あ

る
よ
う
な
ひ
ど
い
状
態
で
し
た
。
一
九

五
一
（
昭
和
二
六
）
年
九
州
八
日
に
、

い
よ
い
よ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
対
日

誌
和
条
約
と
Ⅱ
米
安
保
条
約
が
調
印
さ

れ
（
一
九
五
二
年
四
〃
二
十
八
日
発
効
）
、

Ｈ
本
は
独
立
し
て
戦
後
の
混
乱
か
ら
立

ち
価
り
ま
す
。
女
性
の
人
権
問
題
も
少

し
ず
つ
確
立
し
て
い
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

逆
に
沖
縄
の
場
合
は
、
日
本
が
独
立
す

る
と
同
時
に
、
恭
地
が
移
さ
れ
る
。
そ

れ
か
ら
、
基
地
の
街
で
管
理
売
春
が
盛

ん
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

本
土
で
は
、
駐
留
車
相
手
の
売
春
問

題
は
一
九
五
三
年
ぐ
ら
い
ま
で
で
、
変

わ
っ
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
五
三
、

五
Ⅲ
年
頃
か
ら
売
春
そ
の
も
の
へ
の
批

判
が
間
ま
っ
て
、
一
九
五
八
（
昭
和
三

三
）
年
に
売
券
防
止
法
が
で
き
る
わ
け

で
す
。
売
春
問
題
は
人
権
問
題
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
、
宗
教
関
係
者
の
長
い
長

い
取
り
組
み
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
九
五

八
年
に
災
を
結
び
ま
し
た
。

沖
純
は
、
逆
に
そ
の
時
点
で
、
歓
楽

街
が
い
よ
い
よ
繁
栄
し
て
い
き
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
も
起
き
ま
し
て
、
女
性

の
人
権
侵
害
が
逆
に
進
ん
で
い
っ
た
と

い
う
わ
け
で
す
。
売
春
問
題
に
つ
い
て

、
４

〆
’

由
井
「
う
な
い
」
と
い
う
の
は
沖
縄

の
古
語
で
、
姉
妹
、
シ
ス
タ
ー
と
い
う

意
味
で
す
。
「
う
い
き
－
」
と
い
う
の

が
兄
弟
、
ブ
ラ
ザ
ー
で
す
。
女
性
た
ち

〕
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ｌ
ｌ
ｌ
「
う
な
い
フ
エ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と
は
？

復7a１
ｊ

う
な
い
フ
エ
ス
テ
ィ
バ
ル

は
も
う
お
手
上
げ
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

一
九
六
一
年
に
な
っ
て
市
川
房
枝
さ
ん

（
当
時
、
衆
議
院
議
員
）
が
沖
縄
に
や

っ
て
き
て
、
か
っ
て
芽
が
潰
さ
れ
た
女

性
運
動
と
し
て
の
売
春
防
止
運
動
が
再

生
し
ま
す
。
そ
し
て
十
年
が
か
り
で
や

っ
と
こ
さ
、
一
九
七
○
（
昭
和
四
五
）
年
、

売
春
防
止
法
を
立
法
院
で
成
立
さ
せ
た

の
で
す
。

そ
の
頃
に
「
股
間
産
業
」
と
、
自
虐

的
な
言
い
方
が
あ
り
ま
し
た
。
基
地
経

済
の
一
つ
の
産
業
と
み
な
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。
五
十
年
代
に
は
、
経
済
統
計

の
対
外
受
け
取
り
の
中
に
「
特
殊
婦
人
」

と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
彼
女
た

ち
が
稼
ぐ
お
金
が
経
済
収
入
に
カ
ウ
ン

ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
併
せ
て
、
〃
混

血
児
〃
が
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。

ツ
チ
さ
せ
て
い
っ
た
の
が
、
基
地
被
害

の
問
題
で
す
。
そ
れ
は
、
沖
縄
か
ら
一

つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
日
本
に
も
世
界
に

も
発
信
す
る
と
い
う
だ
け
の
力
を
持
っ

た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
爆
発
的
に
発

揮
さ
れ
た
の
が
一
九
九
五
（
平
成
七
）

年
九
月
の
少
女
レ
イ
プ
事
件
の
と
き
で
す
。

戦
後
実
に
た
く
さ
ん
の
米
兵
に
よ
る

レ
イ
プ
事
件
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
沖

縄
の
基
地
問
題
は
女
性
の
人
権
の
問
題

で
す
ょ
と
い
う
視
点
か
ら
言
い
出
し
た

の
が
、
八
卜
年
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

連
動
か
ら
出
発
し
て
き
た
女
性
た
ち
で
す
。

彼
女
た
ち
が
八
十
年
代
半
ば
か
ら
取
り

組
ん
で
、
十
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
、
は
っ

き
り
と
連
動
と
し
て
固
ま
っ
て
い
る
と

き
に
、
あ
の
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

今
私
は
「
う
な
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

の
座
長
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
女
性

た
ち
の
連
動
は
こ
こ
を
起
点
と
し
て
い

る
の
で
す
。

３

由
井
沖
縄
の
女
性
た
ち
の
運
動
の
中
で
、

持
ち
前
の
生
活
力
の
強
さ
で
あ
る
と
か
、

動
物
的
で
あ
る
と
か
と
い
う
強
さ
は
、

男
性
の
展
開
す
る
復
帰
運
動
の
先
頭
役

を
つ
と
め
る
と
き
に
も
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。

や
が
て
そ
の
強
さ
と
社
会
的
発
言
と
マ



平
和
を
基
調
に
男
女
平
等
社
会
の
実
現
や

’

国』

｜
鈍
愈
潅
溌
枇
舞
誠

〆

、
一
一
』
紬
推
や
桐
噸
柵
臓
蝦
雌
し
Ⅷ
噺
肺
如
州

由
井
国
連
の
人
権
小
一
委
員
会
で
、
女

１
１
基
地
問
題
と
女
性
と
い
う
こ
と
で
、

一
間

墓
地
問
題
と
女
性

お
話
を
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。

東
京
が
長
か
っ
た
も
の
で
、
創
設
当
時

し
た
。

は
遠
く
か
ら
見
守
っ
て
支
援
し
て
い
ま

十
二
回
か
ら
初
め
て
か
か
わ

聞
社
を
リ
タ
イ
ヤ
し
た
一
九
九
七
年
第

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
私
は
新

ル
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

い
う
こ
シ
）
で
一
う
か
辱
い
フ
エ
ス
テ
ィ
バ

舞
台
発
表
な
ど
を
通
じ
て
、
い
ろ
ん
な
人
た

ち
が
男
と
女
、
国
籍
、
世
代
の
違
い
を
超
え

個
人
、
グ
ル
ー
プ
、
組
織
、
そ
れ
ぞ
れ
の
白

て
集
い
ま
す
。

し
て
い
ま
す
。
講
演
会
、
討
論
会
、
展
示
、

己
表
現
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
目
的
と

あ
ら
ゆ
る
立
場
の
人
々
の
共
生
を
目
指
し
て
、

［
う
な
い
フ
エ
ス
テ
ィ
バ
ル
一

一尻

第
一
回
が
一
九
八
五
年
の
十
一
月
で
す
。

Ｇ
Ｏ
北
京
９
５
フ
ォ
ー

（
那
覇
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

っ
た
の
で
す
ｃ

／

性
問
題
を
扱
う
作
業
部
会
が
ご
ざ
い
ま

す
で
し
ょ
う
。
初
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト

教
関
係
の
方
が
中
心
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

世
界
的
な
買
春
問
題
で
あ
る
と
か
、
慣

習
上
の
女
性
の
人
権
侵
害
の
問
題
、
イ

ン
ド
の
女
性
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
女
性
た

ち
の
人
権
侵
害
の
問
題
、
さ
ら
に
は
ア

フ
リ
カ
、
中
近
東
、
ア
ジ
ア
で
広
く
行

わ
れ
て
い
る
女
性
の
「
割
礼
」
（
女
性

性
器
切
除
、
司
○
巨
函
苛
冒
畠
①
、
ｇ
冒
一

ョ
匡
昌
畠
○
二
）
の
問
題
と
か
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
六
月
に
ウ

ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
世
界
人

椎
会
談
で
は
、
「
女
性
の
権
利
は
人
権

で
あ
る
（
乏
○
ョ
ｇ
一
ｍ
園
、
言
豊
①
冒
昌
自

国
、
言
）
」
と
宣
言
さ
れ
て
、
「
女
性
に

対
す
る
暴
力
の
撤
廃
」
が
メ
イ
ン
テ
ー

マ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
九
九
五

年
八
～
九
月
、
北
京
で
開
催
さ
れ
た
第

四
回
世
界
女
性
会
談
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。国

連
の
機
関
、
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
で
、
そ
れ
以
前
は
仕
方
の
な
い
も

の
と
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
戦
争
状
態

に
お
け
る
レ
イ
プ
も
戦
争
犯
罪
だ
と
い

う
議
論
が
出
て
き
ま
す
。

沖
縄
で
も
、
そ
う
い
う
国
際
的
な
動

き
を
取
り
入
れ
て
、
平
時
に
お
い
て
も

'ー
L

４

Q奄一テー､

委
員
会
」
を
つ
く
り
、
高
坐
鈴
代
さ
ん

を
団
長
に
乗
り
込
ん
で
い
っ
て
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
基
地
問
題
（
「
沖

縄
に
お
け
る
軍
隊
・
そ
の
構
造
的
暴
力

と
女
性
～
武
器
に
よ
ら
な
い
平
和
の
実

現
を
～
」
）
と
ト
ー
ト
ー
メ
ー
問
題
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
て
ア
ピ
ー
ル

し
ま
し
た
。

ト
ー
ト
ー
メ
ー
問
題
を
外
へ
持
っ
て

い
く
と
、
韓
国
や
東
南
ア
ジ
ア
で
、
ま

っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
同

じ
よ
う
な
慣
習
上
か
ら
く
る
女
性
の
人

権
侵
害
の
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

沖
縄
の
問
題
も
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
こ
の
二
つ
を
柱
に
し
て
北
京
会

議
に
持
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

北
京
会
議
で
は
、
基
地
問
題
と
基
地

か
ら
生
じ
る
女
性
へ
の
人
権
侵
害
問
題

を
通
し
て
、
沖
縄
の
女
性
た
ち
の
グ
ル

ー
プ
と
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
市
民

運
動
と
が
ド
ッ
キ
ン
グ
し
ま
し
た
。

長
期
に
わ
た
る
外
国
軍
隊
の
駐
留
と
、

そ
れ
が
及
ぼ
す
女
性
・
子
ど
も
へ
の
人

権
侵
害
、
そ
れ
も
戦
争
犯
罪
だ
と
い
う

理
論
を
組
み
立
て
ま
し
た
。

そ
し
て
、
北
京
で
の
第
四
回
世
界
女

性
会
議
に
、
「
う
な
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

、

ル

('‐

’

出
身
の
女
性
た
ち
を
中
心
に
、

中
心
に
、
「
Ｎ

フ
ム
沖
縄
実
行

餌

、

ア
メ
リ
カ
で
も
、
軍
隊
の
中
に
お
け

る
セ
ク
ハ
ラ
問
題
が
あ
り
、
こ
の
問
題

と
結
び
つ
い
た
。
韓
国
で
も
米
束
の
基

地
被
害
の
問
題
が
深
刻
で
、
韓
国
の
女

性
た
ち
と
も
結
び
つ
い
た
。
ア
メ
ラ
ジ

ア
ン
タ
富
国
”
シ
田
湯
ｚ
、
ア
ジ
ア
に
駐

留
し
た
米
軍
人
と
地
元
の
女
性
と
の
間

に
生
ま
れ
た
子
ど
も
）
問
題
を
通
し
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
グ
ル
ー
プ
と
も
つ
な
が

り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
北
京
会
議
の
終
わ
る
頃
に

米
兵
に
よ
る
少
女
レ
イ
プ
事
件
が
起
こ

り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
積
み
承
れ
て
き
た
、

そ
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た
運
動
が
あ
る

も
の
で
す
か
ら
、
北
京
か
ら
蹄
っ
て
き

た
女
性
た
ち
が
す
ぐ
そ
れ
に
対
応
し
、

ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
女
性
全
体
と
し
て
は
結

束
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
地
域
の
婦

人
剛
体
で
あ
る
「
沖
婦
連
（
沖
縄
県
婦

人
連
合
会
）
」
と
、
職
能
剛
体
と
か
労

働
組
合
が
入
っ
て
い
た
「
婦
団
協
（
沖

縄
県
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）
」
、
そ

し
て
無
党
派
の
若
手
の
人
た
ち
の
「
Ｎ

Ｇ
Ｏ
北
京
９
５
フ
ォ
ー
ラ
ム
沖
縄
実
行

委
貝
会
」
、
こ
の
三
つ
の
団
体
が
一
緒

に
行
動
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

北
京
実
行
委
員
会
の
方
は
理
論
的
に

し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
マ
ス
コ
ミ
が

白



レ
イ
プ
事
件
が
起
き
ま
し
た
。

、
『
一
礁
犀
略
珊
”
川
脈
峨
紬
肘
霊

自
分
た
ち
へ
の
ケ
ア
は
し
な
い
で
、

と
な
の
で
す
が
、

由
井
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ

違
う
形
で
抗
議
行
動
を
や
つ

ま
い
に
ち
、
三
つ
の
団
体
が

数
人
の
あ
な
た
た
ち
と
い
つ

県
婦
人
連
合
会
の
会
長
さ
ん
が
、

聞
に
載
る
。

治
問
題
に
さ
れ
て
、
し
ょ
っ

た
ち
は
、
た
ま

た
わ
け
で
す
。

大
き
な
政
治
問
題
に
し
て
し
ま
っ
て
い

な
ど
、

米
兵
に
よ
る
中
高
校
生
の
し

む
し
ろ
そ
れ
が
県
民
の
各
届

が
功
を
奏
し
ま
し
た
。
三
日

レ
イ
プ
事
件
の

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と

ル
し
ま
し
た
便

ル
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
え

で
す
。
結
局
、
全
体
と
し
て

の
よ
う
な
大
組
織
と
、
た
か

ご
本
人
た
ち
を
抜
き
に
し
て
、

｜
重
被
害
へ
の
ケ
ア

そ
の
た
び
に
理
解
の
な
い

そ
う
す
る
と
、

っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
ｃ

そ
れ
ま
で
沖
縄
で
は
、

も
の
で
す

誇
る
沖
縄

が
、
我
々

だ
か
二
十

し
ょ
に
や

言
っ
た
の

の
ア
ピ
ー

っ
て
そ
れ

間
、
毎
日

そ
れ
ぞ
れ

た
の
で
す
。

に
ア
ピ
ー

い
で
、
政

ち
ゅ
う
新

人
事
な
こ

イ
ブ
事
件

当
事
者

Ｉ
沖
縄
の
女
性
た
ち
の
運
動
は
、
人

権
運
動
と
平
和
運
動
が
い
っ
し
ょ
だ
と

言
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
が
本
土
と
は
違

５

年
表
式
に
被
害
の
状
況
を
ま
と
め
て
、

件
で
被
害
を
受
け
た
子
ど
も
は
生
き
て

後 へ和 とい 周
囲
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
。

竹
下
小
夜
子
さ
ん
と
い
う
精
神
科
の
お

医
者
さ
ん
が
被
害
に
あ
っ
た
少
女
を
し

っ
か
り
ケ
ア
し
ま
し
た
。
竹
下
さ
ん
を

中
心
に
高
里
さ
ん
た
ち
が
「
強
姦
救
援

セ
ン
タ
ー
・
沖
縄
（
殉
国
ｎ
ｏ
）
」
を
作

っ
た
の
で
す
。
一
方
で
は
抗
議
と
意
識

改
革
連
動
を
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
被

害
者
へ
の
ケ
ア
の
シ
ス
テ
ム
を
作
る
。

全
国
か
ら
お
金
も
集
ま
り
、
事
件
か
ら

す
ぐ
の
翌
十
月
に
は
発
足
し
ま
し
た
。

そ
の
子
に
は
、
今
で
も
精
神
科
の
お
腿

著
さ
ん
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
グ
ル
ー
プ

が
ず
っ
と
つ
い
て
い
ま
す
。

界
的
な
流
れ
の
中
で
の
時
期
で
し
た
の
で
、

の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
四
六
年

犯一 る
時
期
か
ら
あ
ら
ゆ
る
記
録
か
ら
抹
消
人
権
運
動
と
平
和
運
動

さ
れ
ま
し
た
。
ご
本
人
や
親
族
が
辛
い

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
あ

そ
う
い
う
事
件
は
い

問
題
へ
の
取
り
組
み
の
最
初
で
し
た
。

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
五
五
（
昭

る
女
た
ち
の
会
皿

目
に
遭
っ
て
抗
議
が
き
た
の
で
し
ょ
う
。

い
る
の
で
す
。
あ
る
時
期
ま
で
、
こ
の

「
Ｓ
ち
ゃ
ん
郡
件
」
は
「
山
美
子
ち
ゃ

ん
事
件
」
と
肱
ん
で
年
表
な
ど
に
記
戦

喜一〆

、一､

こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
に
送
っ

で
す
け
れ
ど
も
、
わ
ず
か
そ
の
一
週
間

い
う
の
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
引
郡
き
合
い
に

〆つ

や
っ
と
難
民
収
容
所
か
ら
自
分
の
村
に

こ
れ
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
か
っ
た
か
と

う
と
、
一
九
九
五
年
九
月
の
事
件
の

き
に
、
「
由
美
子
ち
ゃ
ん
事
件
」
と

戦
後
・
米
兵
に
よ
る
沖
縄
女
性
へ
の

罪
」
と
い
う
資
料
を
作
っ
て
い
ま
す
。

て
、
過
去
の
事
件
を
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
、
う
な
と
思
い
ま
す
。

三
十
）
年
に
起
こ
っ
た
六
歳
の
少
女

の
強
姦
殺
人
事
件
で
、
沖
縄
の
人
権

に
「
Ｓ
ち
ゃ
ん
事
件
」
と
い
う
幼
女

一
基
地
・
軍
隊
を
許
さ
な
い
行
動
す

『
４

で
は
、
五
十
年
も
経

っ
ぱ
い
あ
っ
た
の

た
り
も
し
ま

こ
の
事

戦
争
を
み
ん
な
が
経
験
し
た
も
の
だ

由
井
一
九
四
五
（
昭
和
二
○
）
年
に

戦
争
が
終
わ
る
と
、
人
々
は
今
テ
レ
ビ

に
出
る
ア
フ
ガ
ン
や
ア
フ
リ
カ
の
難
民

の
ひ
ど
さ
を
知
り
得
な
か
っ
た
。
今
に

沖
縄
戦
の
体
験
を
た
だ
私
的
に
語
る

し
た
。一

九
九
五
年
の
事
件
の
と
き
に
は
、

女
性
の
人
権
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
世

内９
」

に
復
興
し
ま
す
が
、
一
九
五
○
年
頃
ま
で
、

帰
り
ま
し
た
。
ゼ
ロ
か
ら
出
発
し
て
徐
々

今
度
は
た
だ
戦
争
は
嫌
だ
と
い
う
こ
と

き
ま
す
。
そ
し
て
七
十
年
の
復
帰
の
頃
は
、

身
近
な
沖
縄
の
戦
争
に
つ
い
て
は
、
そ

引
き
揚
げ
て
き
た
者
は
、
十
分
に
は
そ

よ
り
も
、
戦
争
を
起
こ
し
た
の
は
誰
か

ら
に
基
地
の
存
在
と
重
ね
合
わ
せ
た
の
は
、

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
平
和
の
運
動
と
し

れ
た
も
の
を
読
ん
で
感
動
し
た
の
で
す
が
、

な
っ
て
気
が
つ
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、

沖
縄
の
社
会
そ
の
も
の
が
荒
れ
て
い
ま

か
ら
、
戦
争
経
験
を
語
る
の
も
、
考
え

五
十
年
代
後
半
か
ら
六
十
年
代
に
な
っ

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
子
ど
も

ん
な
に
砺
大
に
考
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ

ナ
ガ
サ
キ
、
ヒ
ロ
シ
マ
に
つ
い
て
件
か

し
く
て
、
我
々
の
よ
う
に
疎
開
先
か
ら

し
た
。

て
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
強
く
出
て

て
と
ら
え
た
の
が
五
十
年
代
前
半
。
さ

で
し
た
か
ら
。

る
の
も
嫌
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら



か
つ
た
じ
ゃ
な
い
か
。

＝曇裟２ｋ〃

と
い
う
こ
と
が
塞
醗

謡
と
い
》
っ
こ
し
）
、

十
年
代
後
半
か
ら
九
十
年
代
で
す
。

沖
縄
の
人
た
ち
全
体
の
被
害
に
つ
い
て

ま
す
。
女
性
の
側
か
ら
、
米
支

う
こ
と
が
、

Ｊ
も
関
わ
り
あ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
今
ま
で
黙
っ
て
い
た
人
た
ち
が
語

体
験
者
が
七
十
年
代
に
な
っ
て
語
り
始

ま
り
大

な
い
か
、
と
一
一
一

は
言
う
け
れ
ど
も
、
内
部
で
は

は
語
ら
れ
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
と
い

政
捕
状
況
と
沖
縄
の

が
り
ま
し
た
。

頃
に
も
う
一
度
沖

傾
蜘
化
し
て
一
打
き
ま
す
で
し
ょ
う
。

中
曽
根
首
相
が
出
て
き
て
、
Ⅱ

り
始
め
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は

め
た
。

ま
で
は
、

そ
れ
は
復
帰
運
動
の
大
き
な
欠
落
で
は

れ
ど
も
、
正
直
言
っ
て
、
六
十

二
年
の
一
‐
歴
史
教
科
書
問
題
」

こ
れ
も
一
部
で

っ
た
の
か
語
ら
れ
な

復
帰
運
動
史
の
巾
で
、
女
性

そ
れ
か
ら
十
年
経
っ
て
八
十
年
代
、

つ
ぴ
ら
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。

日
本
軍
の
ひ
ど
い
行
為
は
あ

八
十
年
代
後
半
に
出
て
き

一
口
わ
れ
始
め
た
の
が
、

吐
界
の
情
勢
と
日
本
の

は
語
ら
れ
て
は
い
た
け

日
本
軍
が
何
を
し
た
か

縄
の
連
動
が
鵬
り
卜

姉
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
に
な
っ
て
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

平
和
運
動
は
い
つ

ど
う
だ

一
九
八

で
す
。

本
が
右

・
あ
の

年
初
め

配
下
の

の
人
権女八

Ｑ---

由
井
沖
縄
の
中
で
戦
争
が
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
た
め
に
女
性
た
ち
が
受
け
た
悲
惨

な
こ
と
、
日
本
政
府
が
か
か
わ
っ
て
沖

縄
の
逆
境
を
深
め
た
こ
と
。

ｌ
最
後
に
何
か
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
．

由
井
ブ
ッ
シ
ュ
の
対
テ
ロ
戦
争
宣
言
以
後
、

米
軍
も
強
気
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

ま
す
ま
す
女
性
た
ち
が
が
ん
ば
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
昨
Ⅱ

（
二
○
○
一
年
九
月
二
十
七
日
）
も
女

性
た
ち
が
ア
フ
ガ
ン
戦
争
反
対
の
抗
議

声
明
を
出
し
ま
し
た
。

一
方
で
、
基
地
問
題
を
一
つ
の
き
っ

か
け
に
し
て
、
去
年
あ
た
り
か
ら
Ｄ
Ｖ

（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

に
対
す
る
関
心
が
尚
ま
っ
て
い
ま
す
。

と
に
か
く
維
力
に
し
っ
か
り
向
き
合
お

う
と
い
う
動
き
が
艦
ん
で
す
。

ｌ
今
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
‐
ク
等
で
の
「
同

時
多
発
テ
ロ
」
事
件
の
余
波
を
受
け
て
、

沖
縄
の
米
軍
基
地
に
も
緊
張
が
走
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
ね
。

性
の
人
権
の
視
点
か
ら
の
平
和
運
動
が

力
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。

'一
ｋ

６

由
井
沖
縄
で
も
、
こ
う
い
う
厳

状
況
に
な
っ
て
く
る
と
、
い
よ
い

性
た
ち
が
人
々
に
訴
え
続
け
て
い

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

Ｉ
今
日
は
、
沖
縄
の
女
性
た
ち
が
平

和
と
人
権
と
を
き
ち
ん
と
見
す
え
た
運

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
そ
の
こ
と
に

私
た
ち
は
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

てせしし沖沖治のリを必は入った本主のれ一復
いるたた細細雌にす力米要アでてとの椎はた九帰

随袖洲継灘崇＃サ簾Ｗ里赫塁蓋
といもでれ水淋捉を法拠る力るにこでうっ、年を

熟醗難雛黙霊鮭
帰蝋謹潔撫舞識
っわまを。、い託政ア統た土Ｈが認、潜つ結ち。統椎メ治め地本あめＨ在たぱが

今
回
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
一
部
分
を
掲

載
い
た
し
ま
し
た
。
後
日
、
資
料
集
と

し
て
全
文
を
紹
介
す
る
予
定
で
す
。

『

､

一一呈弓

）

く
こ

ｌ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
命

し
い

い
う
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。

由
井
晶
子
（
ゆ
い
・
あ
き
こ
）
一

一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
生
ま
れ
。
一
九

五
五
年
に
早
稲
田
大
学
を
卒
業
し
、
沖
縄
タ

イ
ム
ス
東
京
支
社
に
入
社
。
一
九
九
一
年
か

ら
一
年
半
、
編
集
局
長
を
歴
任
。
顧
問
を
経

て
一
九
九
七
年
退
社
。
琉
球
大
学
で
講
師
と

し
て
「
マ
ス
コ
ミ
と
女
性
」
の
テ
ー
マ
で
講
義
。

現
在
「
う
な
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
の
座
長

を
務
め
、
『
那
覇
女
性
史
／
な
は
・
女
の
あ

し
あ
と
』
（
那
覇
市
総
務
部
女
性
室
〔
現
・

男
女
共
同
参
画
室
〕
那
覇
女
性
史
編
集
委
員

会
編
）
の
編
蕊
に
も
か
か
わ
る
。

よ
女



'叙､､

'曾爾'リ

１
１
１
１

し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う

ん
で
す
。
最
初
は
、
「
な
ん
だ
女
か
」

と
い
う
視
線
を
感
じ
る
こ
と
も
多
い
の

で
す
が
、
自
分
の
生
き
方
の
す
べ
て
を

か
け
て
語
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

そ
の
姿
勢
が
通
じ
た
ら
、
逆
に
、
「
男

の
先
生
に
は
こ
ん
な
こ
と
ま
で
言
え
な

い
け
ど
…
」
と
飾
ら
な
い
言
葉
が
聞
け

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

男女両'性で形づくる

教団にむけて
坐=器卓

一本廟奉仕．教師修練の現場から(下)一

出席上杉彰子さん（教師修練スタッフ・小松教区）

石川正穂さん（教師修練スタッフ・富山教区）

伊藤敏暁さん（同朋会館教導・金沢教区）

見蕊悦子（同朋会館教導・女性室スタッフ）

司会松本良平（女性室スタッフ）

そ
れ
か
ら
、
女
性
の
教
導
だ
か
ら
話

見
義
・
・
は
じ
め
て
同
朋
会
館
教
導
を
担

当
し
た
時
か
ら
感
じ
て
い
る
の
は
、
奉

仕
団
に
参
加
す
る
女
性
が
座
談
会
な
ど

で
話
さ
れ
る
内
容
に
、
女
性
で
あ
る
が

ゆ
え
に
で
て
く
る
悩
み
や
問
題
が
す
ご

く
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
、

そ
う
い
う
女
性
の
問
題
を
、
男
性
の
同

朋
会
館
教
導
・
補
導
は
ど
の
よ
う
に
聞
き
、

何
を
語
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い

ば
ん
び
ょ
う
ほ
う
し

本
廟
奉
仕

親
駕
聖
人
の
教
え
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
人

び
と
は
、
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
折
に

触
れ
て
集
わ
れ
、
念
仏
の
教
え
に
出
遇
わ
れ

た
喜
び
を
確
か
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
場
所

が
東
本
願
寺
の
源
流
で
あ
り
、
今
も
門
徒
は
、

‘
し
ん
し
ゅ
う
は
ん
び
ょ
う

東
本
願
寺
を
，
真
宗
本
廟
‐
と
し
て
大
切
に

し
て
い
ま
す
。

前
号
に
引
き
続
き
、
「
男
女
両
性
で

形
づ
く
る
教
団
に
む
け
て
１
本
廟
奉
仕
・

教
師
修
練
の
現
場
か
ら
ｌ
」
と
題
し
て
、

教
師
修
練
ス
タ
ッ
フ
や
同
朋
会
館
教
導
・

補
導
と
し
て
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
々

に
よ
る
座
談
会
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
女
性
が
加
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
何
が
ど
う
変
わ
っ
て
き
た

の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が

見
え
て
き
た
の
か
を
話
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

女
性
と
男
性
が
と
も
に
声
を
出
し
合

う
こ
と
の
大
切
さ
と
、
「
男
女
両
性
で

形
づ
く
る
教
団
」
の
実
現
に
向
け
た
取

り
組
み
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

ま
し
た
。

座
談
会
で
、
女
性
の
本
音
を
聞
い
た

男
性
が
、
「
そ
う
言
わ
れ
る
と
、
あ
の

時
の
う
ち
の
か
あ
ち
ゃ
ん
の
言
葉
は
そ

う
い
う
意
味
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
家
に
帰

っ
て
、
か
あ
ち
ゃ
ん
に
謝
ろ
う
」
と
発

言
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
ま
で
意
見
を
語
る
場
が
、
男
性
だ
け

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
影
稗
は
す
ご

く
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
奉
仕
団
と
の
関
わ
り
で

い
え
ば
、
教
導
が
男
性
な
ら
女
性
が
補

導
を
、
教
導
が
女
性
な
ら
男
性
が
補
導
を
、

と
い
う
か
た
ち
を
め
ざ
す
べ
き
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
お
互
い
に
気
づ
き
あ
え

る
こ
と
も
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

本
廟
奉
仕
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た

ち
が
、
そ
の
真
宗
本
廟
に
集
い
、
そ
の
よ
う

な
生
き
方
を
さ
れ
た
先
輩
た
ち
に
学
ん
で
い

ど
う
ほ
う
か
い

こ
う
と
す
る
も
の
で
、
境
内
に
あ
る
同
朋
会

か
ん館

を
会
場
と
し
て
い
ま
す
。
全
国
各
地
か
ら

ほ
う
し
だ
ん

集
う
人
々
は
奉
仕
団
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
境

内
の
清
掃
や
座
談
会
を
中
心
と
し
て
、
寝
食

を
と
も
に
し
な
が
ら
一
泊
二
日
ま
た
は
二
泊

三
日
の
日
程
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

ｌ
教
師
修
練
に
続
い
て
、
同
朋
会
館
の

本
廟
奉
仕
の
現
場
で
、
女
性
の
教
導
と

し
て
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
お
話
し

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
廟
奉
仕
の
場
で
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ら
れ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
現
実
は
な

か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。

見
義
：
女
性
も
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
関
わ

ろ
う
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
「
出
る
練

習
」
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

石
川
・
・
先
程
、
男
女
が
同
じ
割
合
で
同

朋
会
館
教
導
・
補
導
に
関
わ
れ
な
い
か

と
い
う
提
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
う
ち

の
場
合
を
考
え
て
み
た
ら
、
つ
れ
あ
い

が
子
育
て
や
家
事
を
主
体
に
し
て
く
れ

て
い
る
結
果
、
私
は
出
や
す
い
状
況
に

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
だ

か
ら
、
一
概
に
「
出
る
練
習
」
と
い
っ

て
も
難
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
私
が
そ

う
い
う
状
況
を
作
っ
て
い
な
い
か
ら
な

ん
で
す
け
れ
ど
。

伊
藤
・
・
実
際
、
家
事
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、

も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す

か
ら
、
現
に
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
女
性

が
出
て
い
く
と
な
る
と
、
家
の
中
は
た

い
へ
ん
で
す
よ
。

上
杉
：
結
局
、
そ
の
時
に
家
族
の
在
り

方
が
全
部
影
響
し
て
き
ま
す
。
私
の
場

合
は
、
自
分
の
意
志
を
通
し
て
し
ま
う

ん
で
す
け
ど
、
い
か
な
る
風
当
た
り
が

声

問
わ
れ
る
寺
の
あ
り
方

一
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

ｌ
何
人
か
の
同
朋
会
館
補
導
さ
ん
か
ら
は
、

女
性
の
教
導
さ
ん
と
組
ん
で
奉
仕
団
を

担
当
し
て
、
「
肩
肘
張
ら
ず
に
語
れ
る
」

「
身
体
で
感
じ
た
こ
と
か
ら
話
を
さ
れ

て
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
」
と
い
う

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
も
女
性
の

参
画
は
進
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。

伊
藤
．
．
た
だ
、
女
性
で
あ
る
と
い
う
だ

け
で
「
お
前
み
た
い
な
者
に
何
が
わ
か

る
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
視
線
を
感
じ

る
と
い
う
女
性
の
教
導
さ
ん
の
経
験
談

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

見
義
：
同
朋
会
館
に
限
ら
ず
宗
門
の
さ

ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
、
現
在
、
そ
の

中
心
に
い
る
の
は
男
の
人
で
す
か
ら
、

女
性
の
参
画
を
め
ざ
す
と
い
う
時
に
は
、

そ
の
中
心
に
い
る
人
た
ち
の
視
野
に
女

性
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
大
き
い

わ
け
で
す
。
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
と

女
性
は
参
画
の
チ
ャ
ン
ス
を
奪
わ
れ
て

し
ま
う
の
が
現
状
で
す
。

石
川
．
．
か
っ
て
教
区
駐
在
教
導
を
し
て

い
た
時
に
、
同
朋
会
館
補
導
さ
ん
の
候

補
と
し
て
女
性
を
探
し
ま
し
た
が
、
「
こ

の
人
は
」
と
思
っ
て
お
願
い
し
て
も
断

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
１

石
川
．
．
確
か
に
僧
侶
に
は
所
属
寺
と
い

う
こ
と
が
、
い
つ
も
つ
い
て
ま
わ
り
ま

す
ね
。

上
杉
：
例
え
、
僧
侶
に
は
所
属
寺
な
ど

関
係
な
い
と
言
っ
て
も
、
現
実
に
は
そ

れ
を
失
え
ば
、
居
場
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
時
に
、
宗
祖
が
〃
非
僧
非
俗
〃

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
と
切
実
に
思
い
ま
す
ね
。

だ
か
ら
、
真
宗
同
朋
会
運
動
っ
て
言

う
け
れ
ど
、
同
朋
の
一
番
は
じ
ま
り
は

誰
と
誰
な
の
？
と
聞
い
て
み
た
く
な
り

ま
す
。
自
分
の
妻
や
夫
と
の
関
係
や
、

子
や
姑
と
の
関
係
が
本
当
に
「
御
同
朋
」

と
言
え
る
の
か
。
そ
の
第
一
歩
が
見
失

わ
れ
た
と
こ
ろ
で
い
く
ら
運
動
と
言
っ

て
取
り
組
ん
で
も
、
お
互
い
に
尊
敬
し

合
う
よ
う
な
関
係
は
生
ま
れ
て
こ
な
い

と
思
う
ん
で
す
ね
。

真
宗
の
お
寺
っ
て
い
っ
た
い
何
な
の

で
し
ょ
う
ね
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
既

存
の
お
寺
と
い
う
形
を
〃
こ
ん
な
も
ん

だ
〃
と
い
う
固
執
し
た
考
え
方
で
守
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
排
除
す
る
も
の

を
生
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
。

ｌ
宗
門
で
は
寺
が
単
位
と
な
る
こ
と
が

多
い
で
す
か
ら
、
寺
を
離
れ
た
瞬
間
に

自
ら
の
意
見
を
表
現
す
る
方
法
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

見
義
：
宗
門
に
お
け
る
女
性
の
参
加
と

い
う
こ
と
で
、
も
う
一
つ
言
え
ば
、
お

寺
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仕

事
を
し
た
り
、
結
婚
す
る
こ
と
で
寺
を

離
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
女
性
の
方
に
多
く
あ
り
ま
す
。

寺
に
所
属
し
て
は
じ
め
て
教
団
と
関
わ

れ
る
状
況
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
女
性
は

教
団
か
ら
遠
く
な
る
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
。

《'－

あ
ろ
う
と
決
断
し
て
い
く
っ
て
い
う
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤
・
・
で
も
現
状
に
お
い
て
、
女
性
は
、

ど
こ
で
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
経
済
設
計
が
な
い
か
ぎ
り
、

な
か
な
か
踏
ん
切
り
が
つ
か
な
い
と
思

い
ま
す
ね
。

血
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
Ｊ



見
義
・
・
競
近
、
女
性
だ
け
で
出
仕
す
る

と
い
う
法
要
が
教
区
等
か
ら
の
ニ
ュ
ー

ス
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
そ
の
こ
と
で

女
性
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
評

価
を
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違

う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。

先
程
も
出
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
〃
御

同
朋
御
同
行
〃
と
い
う
こ
と
を
確
か
め

な
が
ら
、
男
女
両
性
で
の
取
り
組
み
に

ｌ
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
廟
奉
仕
の

二
泊
三
日
は
、
あ
ら
た
め
て
自
分
自
身

依
存
す
る
関
係
か
ら

共
存
す
る
関
係
へ

伊
藤
・
・
寺
と
い
う
形
で
表
そ
う
と
し
て

き
た
も
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
現

状
は
真
宗
の
お
寺
と
は
言
い
難
い
で
し

ょ
う
ね
。

鍾
冒、

一一

》》

湊
必上，

仏.』

な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

る
ん
で
す
。

も
し
、
「
女
が
参
加
で
き
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
こ
れ
だ
け
入
っ
た
」
と
い
う

よ
う
な
事
象
だ
け
で
場
を
開
い
た
こ
と

と
し
て
、
お
互
い
の
眼
差
し
を
交
わ
し

合
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

そ
れ
は
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

石
川
．
．
せ
っ
か
く
両
性
が
入
っ
て
も
広

が
ら
ず
に
複
雑
化
、
専
門
化
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
問
題
だ
と
思
い

ま
す
ね
。

伊
藤
・
・
同
朋
会
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
当

初
か
ら
み
る
と
、
違
っ
た
意
見
を
持
つ

者
が
と
こ
と
ん
語
り
合
う
場
が
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
教
剛
の
状
況
も

あ
り
ま
す
。
教
団
の
中
で
さ
え
一
人
ひ

と
り
が
冷
た
い
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
。

上
杉
・
・
私
は
男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
、
〃
い

の
ち
生
き
る
も
の
〃
と
し
て
そ
の
存
在

を
認
め
合
い
、
尊
重
し
あ
い
、
共
に
い

の
ち
を
守
る
側
に
立
ち
続
け
ら
れ
た
ら

と
思
い
ま
す
。

お
互
い
に
現
代
社
会
で
傷
つ
き
、
痛
み
、

苦
悩
し
て
い
る
者
ど
う
し
な
ん
で
す
。

（
二
○
○
一
年
九
月
二
十
六
日
）

男
女
が
依
存
す
る
関
係
か
ら
、
共
存
す

る
関
係
へ
向
か
う
取
り
組
み
が
、
「
男

女
両
性
で
形
づ
く
る
教
団
」
を
具
体
化

す
る
の
で
し
ょ
う
し
、
さ
ら
に
は
、
御

遠
忌
テ
ー
マ
と
な
っ
た
〃
差
異
（
ち
が

い
）
を
認
め
る
世
界
〃
を
具
体
的
に
す

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

見
義
．
．
少
な
く
と
も
住
職
と
坊
守
は
お

互
い
の
足
を
引
っ
張
り
あ
う
よ
う
な
、

男
と
女
の
関
係
で
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

ｌ
今
日
は
、
多
岐
に
わ
た
り
、
い
ろ
ん

な
問
題
提
起
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
、

あ
た
り
前
の
課
題
な
の
に
、
何
か
特
別

の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
た

ち
が
身
を
置
い
て
い
る
場
そ
の
も
の
を
、

も
う
一
回
見
直
し
て
み
る
と
い
う
こ
と

の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

が
「
御
同
朋
」
と
い
う
教
え
に
背
い
て

生
き
て
い
る
こ
と
を
問
い
か
け
ら
れ
る

場
で
あ
る
と
言
え
ま
す
ね
。
そ
の
問
い

か
け
の
な
か
に
、
男
性
の
教
導
・
補
導

の
み
で
本
廟
奉
仕
を
担
っ
て
き
た
こ
と

の
問
題
性
も
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

常
に
意
識
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
「
男
性
だ
か
ら
、
女
性
だ
か
ら
」

と
い
う
形
で
、
腰
を
お
ろ
し
、
固
定
化

し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

最
後
に
、
今
後
、
宗
門
の
さ
ま
ざ
ま

な
場
に
女
性
が
、
か
か
わ
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
を
作
り
出
す
う
え
で
課
題
と

な
る
こ
と
は
何
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

律弓Ｑ
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宗
三
十
歳
の
頃
ま
で
会
社
勤
め
を
し

た
り
、
労
働
組
合
運
動
や
平
和
運
動
な

ど
を
し
て
お
り
、
親
鴬
に
縁
の
な
い
生

活
を
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
た
ま
た
ま

体
を
壊
し
静
養
し
て
い
た
時
、
「
自
分

は
今
ま
で
何
を
し
て
き
た
の
か
」
と
考

え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
偶
然
に
も
、

親
驚
聖
人
の
道
を
歩
い
て
お
ら
れ
る
人
々

女たちと男たちの寄り合い談義

一いのち｡あいあ議呈あち あ ●

私
た
ち
が
日
々
の
生
活
を
生
き
る
と

い
う
時
、
そ
れ
は
、
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、

人
と
人
と
が
出
会
う
こ
と
だ
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
女
性
室
公
開
講
座
Ｉ
女
た
ち

と
男
た
ち
の
寄
り
合
い
談
義
Ｉ
で
は
、

今
一
度
原
点
に
立
ち
か
え
り
”
い
の
ち
・

あ
い
あ
う
“
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
ひ
た

す
ら
に
い
の
ち
の
言
葉
を
探
し
続
け
る

森
崎
和
江
さ
ん
と
、
親
驚
聖
人
と
の
出

遇
い
に
よ
っ
て
、
凡
夫
の
身
に
与
え
ら

れ
て
い
る
い
の
ち
に
う
な
ず
い
た
と
語

る
宗
正
元
さ
ん
に
お
話
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

男
で
あ
れ
、
女
で
あ
れ
、
か
け
が
え

の
な
い
一
人
の
人
間
と
し
て
、
本
当
に

”
値
遇
“
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
語
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

に
出
会
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
や
が

て
私
も
親
鴬
に
出
遇
う
こ
と
に
な
り
、

私
自
身
が
凡
夫
の
身
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
初
め
て
出
遇
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

私
に
と
っ
て
、
生
涯
を
決
定
す
る
出
遇

い
で
し
た
。
そ
し
て
、
「
な
ん
ま
ん
だ

ぶ
つ
」
と
名
告
り
出
て
く
る
い
の
ち
と

共
に
生
き
る
人
を
通
し
て
、
与
え
ら
れ

た
い
の
ち
に
少
し
ず
つ
う
な
ず
け
る
と

言
い
ま
す
か
、
い
の
ち
に
遇
う
生
活
が

始
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
っ
」
と
名
告
り
出

る
い
の
ち
と
は
、
ど
ん
な
い
の
ち
な
の
か
。

こ
れ
ま
で
に
気
が
つ
か
せ
て
い
た
だ
い

た
の
は
、
「
生
老
病
死
」
と
い
う
言
葉

で
言
い
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
老
い
や
病

気
や
死
に
対
し
て
で
あ
れ
、
ど
ん
な
人

で
あ
れ
、
平
等
に
手
を
合
わ
せ
、
受
け

と
め
て
い
く
い
の
ち
で
す
。
「
い
の
ち
」

は
、
古
語
辞
典
に
よ
る
と
、
「
い
」
は

「
息
」
、
「
ち
」
は
勢
い
を
表
す
言
葉

で
す
。
つ
ま
り
、
生
き
る
根
源
の
力
と

い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
い
の
ち
に
遇
う
と
は
、

人
生
の
原
点
、
生
活
の
原
点
、
出
発
点

に
遇
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
絶
え

ず
そ
こ
に
立
ち
返
り
、
出
直
し
て
い
く
。

森
崎
さ
ん
の
言
葉
で
言
え
ば
「
生
き
直

す
」
。
よ
く
、
「
い
の
ち
は
大
事
」
「
い

の
ち
は
尊
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私

た
ち
は
い
の
ち
に
出
遇
わ
な
い
で
、
口

凡
夫
の
身
に
遇
う

《‘，.．、

1０

',画、

生
ま
れ
出
て
く
る
い
の
ち

今
年
、
友
人
が
ガ
ン
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。
二
年
半
の
闘
病
生
活
を
送
り
な

が
ら
、
親
繍
聖
人
と
共
に
歩
み
続
け
て

い
か
れ
た
方
で
し
た
。
そ
の
方
が
「
明

日
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
、
今
日
で
終

わ
り
か
も
し
れ
な
い
と
、
い
つ
も
不
安

な
気
持
ち
で
こ
れ
ま
で
生
活
し
て
き
た

け
れ
ど
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
そ
う
い

う
不
安
な
身
が
い
の
ち
の
限
り
を
尽
く

し
て
生
き
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
い
の
ち
な
ん
だ
な
あ
」
と
。
そ
の
こ

と
を
、
全
日
の
人
は
「
阿
弥
陀
の
御
い
の

ち
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
「
知
ら
ざ

る
と
き
の
い
の
ち
も
阿
弥
陀
の
御
い
の

ち
な
り
け
れ
ど
も
い
と
け
な
き
と
き
は

知
ら
ず
」
と
。

先
で
言
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
よ
ね
。

「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
と
名
告
り
出
る

い
の
ち
は
、
特
殊
な
い
の
ち
の
よ
う
に

思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は

私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
に
根
を
お
ろ

し
て
い
る
よ
う
な
い
の
ち
で
す
。

私
た
ち
は
、
そ
の
い
の
ち
を
な
か
な

か
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
迷
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
い
の
ち
と
の
出
遇

い
は
生
涯
出
遇
い
続
け
て
い
く
こ
と
で

あ
り
、
出
遇
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な

い
わ
け
で
す
。



森
崎
私
は
韓
国
で
生
ま
れ
て
戦
争
末

期
に
福
岡
女
専
に
留
学
、
寮
に
入
り
ま

し
た
。
一
面
の
焼
け
跡
を
め
そ
め
そ
泣

き
な
が
ら
歩
い
て
い
た
頃
、
宗
正
元
さ

ん
の
お
宅
に
泊
め
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

母
上
と
妹
さ
ん
が
い
ら
し
た
。

昨
年
の
夏
、
七
十
代
半
ば
に
し
て
、

ふ
と
し
た
経
験
を
し
た
ん
で
す
。
「
い

の
ち
あ
い
あ
う
」
と
い
う
言
葉
に
私
も

出
遇
っ
て
い
る
の
か
な
あ
っ
て
。

朝
目
が
覚
め
る
前
に
、
ど
こ
か
で
自

「
あ
い
あ
う
」
の
「
あ
い
」
は
「
棺
と
、

「
あ
う
」
は
「
遇
」
、
「
値
遇
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
出

遇
っ
た
こ
と
に
値
す
る
、
し
か
し
出
遇

っ
た
こ
と
に
本
当
に
値
し
え
て
い
る
か

と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

出
遇
っ
た
こ
と
に
、
今
、
改
め
て
出
遇
い
、

出
遇
い
が
深
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と

が
本
当
の
出
遇
い
で
あ
り
、
生
涯
出
遇

い
続
け
て
い
く
人
生
を
送
れ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
が
本
当
の
い
の
ち
と
の
出
遇
い
に

な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
雌
近
感
じ
て
い
ま
す
。
生
命
は
、

男
性
と
女
性
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て

よ
う
や
く
誕
生
す
る
ん
で
す

1１

Ｌ，

宗正耐
(そうしようげん）

１９２７年生まれ。真宗大谷派

日豊教区宇佐組阿弥陀寺住職

著書『大悲に生きる』『真実の救い』他

一
人
で
牛
一
む

い
の
ち
と
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
で

思
い
起
こ
す
の
は
、
朝
鮮
戦
争
が
起
こ

っ
た
頃
、
福
岡
県
で
戦
争
反
対
運
動
を

し
て
い
た
時
に
、
私
は
病
気
を
し
た
ん

で
す
。
そ
の
時
、
炭
鉱
で
働
い
て
い
る

人
が
、
「
ど
う
か
こ
こ
で
休
ん
で
く
だ

さ
い
」
と
お
世
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。そ

こ
は
、
二
つ
の
部
屋
し
か
な
い
長

屋
で
親
子
四
人
で
住
ん
で
お
ら
れ
た
の

で
す
が
、
「
何
に
も
で
き
ま
せ
ん
が
」

と
言
っ
て
、
部
屋
と
布
団
一
組
を
私
に

貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
何
ｕ
か

経
っ
て
、
何
気
な
く
隣
の
部
屋
を
見
る
と
、

敷
布
川
を
子
供
二
人
が
、
掛
け
布
団
を

夫
婦
が
か
ぶ
っ
て
い
た
ん
で
す
。
布
団

が
二
組
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
私

は
び
っ
く
り
し
て
言
葉
に
つ
ま
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
家
族
は
、

ひ
と
月
ぐ
ら
い
私
の
而
倒
を
見
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
す
が
た
を

表
し
て
い
る
よ
う
な
い
の
ち
。

後
か
ら
考
え
る
と
、
夫
婦
げ
ん
か
を

し
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
心
配
し
、

悩
む
。
そ
う
い
う
凡
夫
の
中
に
生
ま
れ

出
て
く
る
い
の
ち
が
、
阿
弥
陀
の
い
の

ち
な
ん
だ
な
あ
と
今
は
感
じ
ま
す
。
ま
た
、

そ
う
い
う
い
の
ち
と
生
き
て
き
た
人
々

と
共
に
歩
い
て
き
た
人
が
親
撒
聖
人
だ

っ
た
ん
だ
な
あ
と
今
は
思
い
ま
す
。

帝
４

戦
後
、
父
が
久
冊
米
に
引
き
揚
げ
た

後
に
私
に
話
し
て
く
れ
た
言
葉
が
と
て

も
印
象
に
残
っ
て
い
て
、
時
々
思
い
出

す
ん
で
す
け
ど
、
こ
ん
な
言
葉
だ
っ
た

ん
で
す
。

そ
の
時
私
は
お
腹
に
長
女
を
宿
し
て

い
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
父
が
亡
く

な
る
前
、
見
舞
い
に
行
っ
た
病
院
の
ベ

ッ
ド
で
父
が
、
「
人
の
い
の
ち
っ
て
い

う
の
は
母
親
の
胎
内
に
十
カ
月
い
て
、

｢なんまんだぶつ｣と

名告り出るいのちとは、
どんなことも

受けとめていくいのち

あ
い
あ
う

い
の
ち
か
ら
の
呼
び
か
け

律特

』

分
の
体
が
さ
さ
や
く
ん
で
す
よ
。
「
今

生
ま
れ
た
よ
」
っ
て
。
「
お
や
、
私
や

っ
ぱ
り
魚
な
の
ね
。
ち
い
さ
な
こ
と
…
」
。

や
が
て
目
が
覚
め
た
。
何
か
奇
妙
な
、

個
体
や
時
空
を
貫
い
て
い
る
生
命
の
リ

ズ
ム
に
ふ
れ
た
よ
う
な
。
そ
し
て
、
は

っ
と
し
た
ん
で
す
。
つ
ら
く
て
言
葉
に

な
ら
な
い
、
弟
の
門
死
。
仕
事
仲
間
の

女
性
を
性
暴
力
で
失
っ
た
責
め
苦
。
北

へ
南
へ
、
と
平
凡
に
生
き
た
ご
年
輩
の

方
々
に
話
を
聞
く
旅
を
し
な
が
ら
、
「
生

き
直
し
た
い
」
と
願
っ
て
き
た
け
ど
、

あ
の
一
期
一
会
の
方
々
の
い
の
ち
に
抱

か
れ
て
い
た
の
ね
、
と
。
宗
正
元
さ
ん

と
並
ぶ
の
は
お
っ
か
な
い
の
。
い
つ
ま

で
も
さ
ま
よ
う
私
に
は
。
で
も
永
い
歳

月
を
、
い
つ
も
、
変
り
な
い
道
案
内
を

い
た
だ
い
た
ん
で
す
。
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森崎和卿
(もりさきかずえ）

対
談

「

一
つ
の
い
の
ち
を
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と

生命は､男性と女性の
エネルギーによって

ようやく誕生するんです

そ
れ
か
ら
孫
が
や
は
り
５
歳
の
頃
「
な

ぜ
大
人
は
知
ら
な
い
ん
だ
ろ
、
地
球
は

病
気
だ
よ
。
テ
レ
ビ
が
言
っ
て
る
の
に
。

あ
あ
、
ま
た
樹
を
切
っ
て
る
」
っ
て
つ

ぶ
や
く
の
。
幼
稚
園
へ
送
っ
て
行
く
道
で
。

自
問
自
答
み
た
い
に
。
大
人
は
知
識
化

止
ま
り
。
幼
児
は
、
い
の
ち
と
し
て
感

受
し
て
る
ん
で
す
。

同
じ
よ
う
に
大
人
の
私
は
、
今
こ
の

場
に
い
の
ち
を
生
き
抜
こ
う
と
さ
れ
る

方
々
に
洲
ま
れ
て
る
か
ら
こ
そ
「
い
の

ち
と
は
？
」
「
あ
い
あ
う
と
は
何
？
」

と
わ
が
身
に
問
い
か
け
て
る
ん
で
す
ね
。

だ
ん
だ
ん
と
人
に
な
る
ん
だ
よ
。
そ
う

し
て
十
力
Ⅱ
経
っ
て
、
や
っ
と
こ
の
世

に
い
の
ち
を
い
た
だ
く
ん
だ
。
い
の
ち

が
終
わ
る
時
も
、
十
カ
月
く
ら
い
か
け

て
亡
く
な
っ
て
い
く
つ
て
こ
と
は
ご
く

当
然
の
こ
と
な
ん
だ
」
っ
て
。
そ
の
時
、

悲
し
み
と
い
う
よ
り
何
か
光
が
パ
ー
ツ

と
差
し
た
よ
う
に
「
父
な
る
も
の
の
声

を
届
け
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
」

っ
て
思
い
ま
し
た
。

人
間
の
性
の
機
能
は
、
男
性
と
女
性

で
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
生
命
は
誕

生
し
つ
づ
け
ま
し
た
。
性
差
別
の
歴
史

は
深
く
と
も
、
私
は
、
性
や
民
族
な
ど

の
違
い
を
受
け
と
め
合
う
文
化
を
育
て

た
い
ん
で
す
。

長
女
が
生
ま
れ
る
頃
、
私
は
相
手
に

相
談
し
た
ん
で
す
。
「
，
大
日
本
帝
国
“

っ
て
い
う
名
も
”
日
本
“
に
変
わ
っ
た

新
し
い
時
代
の
子
よ
。
二
人
で
生
ん
で

二
人
で
迎
え
た
い
の
」
。
そ
し
て
「
そ

れ
が
本
当
の
お
産
パ
イ
」
っ
て
い
う
助

産
婦
さ
ん
に
二
人
で
生
ま
せ
て
い
た
だ

い
た
の
。
そ
の
子
を
側
に
寝
か
せ
て
、

夜
明
け
ま
で
「
あ
な
た
は
だ
れ
の
も
の

で
も
な
い
、
あ
な
た
は
た
だ
あ
な
た
の

も
の
。
春
の
光
が
あ
な
た
に
触
れ
て
あ

な
た
を
伸
ば
す
」
っ
て
、
私
の
中
の
母

な
る
も
の
と
言
い
ま
す
か
、
そ
ん
な
言

葉
が
繰
り
返
し
出
て
き
た
ん
で
す
。

1２

宗
森
崎
さ
ん
は
『
第
三
の
性
』
と
い

う
本
を
沓
い
て
ま
す
ね
。
何
で
す
か
、

第
三
の
性
っ
て
？

森
崎
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
ボ
ー
ヴ

ォ
ワ
ー
ル
が
『
第
二
の
性
』
っ
て
い
う

本
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
ち

ｌ
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
お
聞
き

し
た
い
の
で
す
が
。

そ
う
い
う
体
験
を
経
て
、
子
供
た
ち

が
四
つ
か
五
つ
の
時
に
、
生
ま
れ
る
と

か
死
ぬ
と
か
っ
て
い
う
こ
と
を
話
す
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
あ
る
時
、
上
の

子
が
夜
中
に
シ
ク
シ
ク
と
泣
く
の
で
、

「
こ
わ
い
夢
見
た
の
？
」
っ
て
言
っ
た
ら
、

し
ば
ら
く
し
て
、
「
マ
マ
、
死
ぬ
の
こ

わ
く
な
い
？
」
っ
て
聞
い
て
き
た
ん
で

す
ね
。
私
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
あ
ん

な
小
さ
な
子
供
が
、
私
が
い
つ
も
感
じ

て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
私
に
届
け
て
く

れ
た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
ん
で
す
。

何
と
答
え
よ
う
か
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、

体
が
ガ
ク
ガ
ク
震
え
て
「
マ
マ
も
こ
わ

い
Ｉ
！
」
っ
て
泣
い
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
っ
て
言
う
声
も
出

な
い
く
ら
い
打
ち
ひ
し
が
れ
て
た
ら
、

そ
の
子
の
小
さ
な
手
が
私
の
背
中
を
な

で
て
、
「
マ
マ
、
も
う
大
丈
夫
だ
か
ら

ね
」
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
。

下
の
子
も
そ
の
く
ら
い
の
歳
に
な
っ

た
あ
る
日
、
ご
飯
の
時
に
、
お
魚
焼
い

た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
見
て
、
「
こ
の

お
魚
さ
っ
き
ま
で
生
き
て
た
ん
で
し

よ
？
」
っ
て
。
そ
の
時
も
私
は
「
そ
の

お
魚
も
さ
っ
き
ま
で
生
き
て
て
そ
の
じ

ゃ
が
い
も
さ
ん
も
キ
ャ
ベ
ツ
さ
ん
も
さ

っ
き
ま
で
生
き
て
た
の
よ
」
っ
て
い
う

返
事
し
か
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。

地
球
は
病
気
だ
よ



勺

ょ
っ
と
違
う
な
、
と
。
性
と
は
「
彼
と

私
」
で
な
く
て
、
も
っ
と
広
い
っ
て
言

い
ま
す
か
ど
う
言
っ
て
い
い
の
か
わ
か

ん
な
い
ん
で
す
よ
。
い
の
ち
だ
も
の
。

そ
れ
で
仕
方
が
な
い
の
で
『
第
三
の
性
』

に
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
（
笑
）
・

宗
こ
の
頃
、
男
と
は
、
女
と
は
、
と

い
う
こ
と
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
凡
夫
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と

ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。

ま
た
、
い
の
ち
を
与
え
ら
れ
て
い
る

と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
い
の
ち
の
願
い

を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

男
が
ど
う
だ
、
女
が
ど
う
だ
と
い
う
問

題
を
取
り
上
げ
る
時
に
大
事
な
こ
と
は
、

私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
に

立
ち
返
っ
て
、
そ
の
い
の
ち
の
願
い
を

通
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
す
か
ね
。
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ｌ
最
後
に
、
森
崎
さ
ん
の
著
書
『
見
知

ｌ
男
と
女
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
男
と

女
の
間
に
あ
る
性
と
言
い
ま
す
か
．
：
。

森
崎
凡
夫
の
自
覚
は
、
長
い
間
の
苦

悩
を
経
て
こ
な
け
れ
ば
言
葉
で
終
わ
り

が
ち
で
す
も
の
ね
、
今
の
社
会
は
。
私

が
子
供
の
頃
の
国
語
、
歴
史
の
教
科
書

等
を
通
し
て
教
え
込
ま
れ
た
の
は
、
女

は
自
然
で
男
は
文
化
で
、
女
は
業
が
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の

教
科
書
を
国
は
他
民
族
へ
も
押
し
つ
け

ま
し
た
。
が
、
そ
れ
は
閏
や
親
の
責
任

と
い
う
よ
り
、
私
の
い
の
ち
の
苦
し
み

と
な
り
ま
し
た
。

宗
さ
ん
の
、
自
分
を
い
た
だ
く
、
自

分
を
受
け
と
め
る
っ
て
い
う
言
葉
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
は
、
よ
く
わ
か

る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
川
本
中
を
歩
き

な
が
ら
私
も
そ
う
い
う
方
々
に
よ
っ
て

助
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
。
今
日
も

皆
さ
ん
の
お
集
ま
り
の
こ
の
場
に
支
え

ら
れ
て
わ
が
身
を
さ
ら
し
て
、
や
っ
と

な
ん
で
す
よ
ね
。

森
崎
私
が
性
っ
て
言
っ
た
場
合
は
、

私
の
い
の
ち
な
の
よ
ね
。
つ
ま
り
い
の

ち
っ
て
い
う
時
に
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の

性
を
宿
し
て
、
つ
ま
り
い
の
ち
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
っ
て
言
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？
私
が
『
無
名
通
信
』
と
い
う
通

信
を
始
め
た
の
は
、
「
女
っ
て
何
だ
ろ
う
、

《
４

宗
そ
う
だ
と
思
う
よ
。

性
と
は
何
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
こ
と
が

問
い
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

宗
生
活
の
原
動
力
や
、
主
体
に
な
る

よ
う
な
い
の
ち
は
出
遇
う
も
の
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
性
の
場
合
も
そ
う
で
す
よ
ね
。

性
は
身
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

出
遇
う
こ
と
を
通
し
て
、
限
り
な
く
深

め
ら
れ
て
い
く
も
の
で
し
ょ
う
。
一
昨

年
の
夏
に
、
生
ま
れ
故
郷
に
久
し
ぶ
り

に
帰
っ
た
時
に
、
私
の
少
年
時
代
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
八
十
歳
く
ら
い
の
方
々

が
「
懐
か
し
か
あ
」
っ
て
言
う
の
な
ら

わ
か
り
ま
す
が
、
ま
だ
五
十
代
、
四
十

代
の
方
で
、
私
に
初
め
て
会
っ
た
方
々

が
「
懐
か
し
か
あ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。

そ
の
時
に
、
「
い
の
ち
に
過
う
っ
て
、

こ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
」
っ

て
感
じ
ま
し
た
。
人
に
会
っ
て
懐
か
し

い
と
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
身
に
つ

い
て
い
る
性
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
森

崎
さ
ん
が
「
性
は
い
の
ち
」
っ
て
言
わ

れ
る
の
も
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。

ｌ
い
ろ
ん
な
人
を
尋
ね
る
こ
と
が
自
分

を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く

ん
で
す
ね
。

宗
「
す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん
で
歩
き
た
い
」

っ
て
、
森
崎
さ
ん
は
言
っ
て
る
よ
。
僕
も
、

そ
う
し
た
い
ね
。

森
崎
こ
の
頃
い
の
ち
が
商
冊
に
な
っ

て
る
で
し
よ
？
そ
れ
か
ら
私
た
ち
の

生
活
も
政
治
性
と
経
済
的
な
効
率
と
で

評
価
さ
れ
た
り
す
る
で
し
よ
？
そ
う

い
う
の
嫌
な
の
、
私
、
肩
書
な
ん
て
い

ら
な
い
し
。
「
い
の
ち
な
ん
だ
か
ら
、

そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
の
～
」
っ
て
。

楽
し
く
な
い
男
と
遊
ん
で
ど
う
す
る
の
？

で
も
ね
、
生
命
体
の
商
船
化
が
激
し

く
な
る
社
会
で
孫
世
代
が
懸
命
に
自
分

を
見
つ
め
て
い
る
ん
で
す
。
夜
も
昼
も
。

大
人
世
界
の
エ
ゴ
の
了
解
や
対
立
の
あ

ち
ら
で
。
切
な
く
て
。
せ
め
て
社
会
的

父
性
・
社
会
的
母
性
で
子
供
た
ち
の
生

き
る
場
を
守
っ
て
や
れ
な
い
か
な
っ
て
。

正
元
さ
ん
、
今
日
は
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
女
性
室
公
開
講
座
の
報
告
は
一
．
同

朋
新
聞
』
４
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

を
職
載
い
た
し
ま
し
た
。

ら
ぬ
私
』
の
中
で
出
て
く
る
、
「
ど
う

ぞ
生
き
て
る
う
ち
に
楽
し
い
男
と
遊
べ

ま
す
よ
う
に
」
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。



が呼ばれる

、『

教区の富山教区あいあう会概撫烏言雫繍繍蝋
うごき昨年,凡教務所…文書…して伽撫ってし霞つ…

題」であるという視点ははっきりすることなく、

で、その時は仮称であった「女感じでした。

性問題研修会」のメンバーになってほしいとの要そんな反省もあってか、「女性問題研修会」
請を受けました。いきなりのことで面喰らつたのＩま、寺に生活する30,40代の男性と40,50代

ですが、

である

Ｆ塁Ⅱ

し

ですが、以前、教区坊守会の委員もしていたことの女性（坊守）という構成で、何とか会の名前

もあり参加することにしました。を「あいあう会」と決め、話し合いが始まりま

どんなメンバーなのかも知らず、出席してから、した。

各組から男女1名ずつと現在女性室のスタッフをあらためて､このように男女が一緒にゆつく

している1名の合計11名であることを知りました。りと話し合う場が、今まで教区にあっただろう

メンバーの女性たちは、「女性問題」という会力､と考えてみると、ほとんどなかったことにぴ

の名前だから、「坊守問題」に取り組むのだろうつくりします。教区教化委員会や青少年教化小
かというぐらいで、あまり違和感なく集まったの委員会に、坊守会の会長、副会長が加わるとい

ですが、男性たちは「なんで僕が？」と「女性問う形での参画はあっても、本音で意見を言い合

題」にどうして男性が呼ばれるのかという感想をう場は全くなかったと言ってよいと思います。

持ったようです。「居心地の悪さを感じる」とい大勢の住職のなかに、例え、坊守が1人2人入

う発言もあって、それには女性たちが「へえ－」っても、それこそ「居心地の悪さ」だけがあっ
と驚くという、そういうやりとりが会の始まりでて、意見どころではないのです。そういう意味
した。で、この会のようにメンバーを男女半々で構成

1996年、制度上の男女格差が撤廃され女性住するということは、とても大切なことだと感じ
職が誕生することになったのにともなって、いました。

わゆる「坊守問題」が浮上してきました。「坊男女が同じ場で、同等に責任を担って歩むと
守問題」はそのまま「住職問題」といえると思いうことが、まだまだできにくいところにある

うのですが、当時は、そういう広がり方はしまのが「寺」の現実ですが、意識的に一人ひとり
せんでした。男性たちは「坊守問題」は坊守がが考え、話し合う場が継続していくことが大切

考えればよいと、全く“我関せず，，の態度をとだと思っています。

り、女性たちはいったいどう考えればいいのかと、この「あいあう会」の波紋が、教区内に広が
時間制限のあるあわただしさのなかで、アンケっていくことを願って、歩み出しました。

在女性室
ー

‐ 垣

たちは、「女性問

坊守問題」に取り

iｌ なかった

む 宮
分

り違和 委員会会に、坊いつぐらい

『． すが、男性たち が？」 と「ん で う形ででの参画Ｉ

」は

」にどうして 、男 う場は
唾

どころではないのです。そ

会のようにメンバーを男女 々

Ｉ
1４

り方 が が、い

｢坊

Ｌ

,’のえれはよい

，女性たちＩ 罰いいれぱい

力＄

(富山教区「あいあう会」野田靖子）
』

rー

｢石牟礼道子対談集一魂の言葉を紡ぐｰ』
河出害房新社定価3200円介

「人間は滅びの方へ行ってしまうかも知れないけれど、水俣の患者さんたちを見ていると、何か人類に残

せる言葉というのがあるんじゃないかという気がしています。あれほどの絶対受難にあわれた人たちが、人

間を見捨てないで、これから人を見つけたいとおっしゃるんですものね。人間がいるにちがいないって。そ

ういう人たちと魂を通じ合わせたいとおっしゃっている。」

本書の中でｉ「魂たち」の海！と題された加納実紀代さんとの対談での一節です。水俣病患者の人たちの
なかから発せられた魂の渇望ともいえる言葉「人を見つけたい」。これはまた、すべてが病んでいるこの世

界を生み出してきた私たちにむけた強烈なメッセージであり、そこに見出されたかすかな希望でもあります。
私たちが見失ってきたことが何だったのか、そして何を求めるために生まれてきたのか、私という存在の

根拠が問い返されるそんな－冊だと思います。

『ジェンダー･フリーはとまらない１－ﾌｪﾐバッシングをj逆えて－』
上野千鶴子／辛淑玉著松香堂書店定価900円

フェミニズムのオピニオンリーダーとしての上野千鶴子さん。そして、マイノリティーの人権問題で鋭い

発言と積極果敢な行動を打ち出されている辛淑玉さん。２人の講演とＮＰＯ法人フイフテイ・ネット（女性

と政治・政策センター）が行った設立記念フォーラム「してはいけないジェンダー・フリー？」でのトーク
をまとめたものです。両者それぞれの立場から元気のある歯切れのよい切り口で語っています。
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ゆ らぎ
～もぜなぁ～

石川純子

二十三年間通って教えを受けたまつをお婆さんの聞き書きを、一冊の本にまとめた。
おばぱ

題して「まつを蝋百歳を生きる力」。
〃工

東北の農婦が持つ魂ののびやかさ、深さ、靭さをみんなに知ってほしいと思ったからだ。

たとえばそれはまつを蝋がよく口にした一つの言葉からも伺える。ここ東北に「もぜ」
〃;･び人

あるいは「もぞい」なる方言がある。標準語に訳せば可哀想とか不偶となるのだが、し

かし単なる同情とも違う。蝋の口から「もぜなあ」と発せられるや、相手の苦しみと一

体になってしまうところがあるからだ。ドイツ語には日本語に訳すと「共苦」という言

葉があるそうだが、まさに共苦の発露としかいいようがない言葉なのである。しかもそ

の思いは人間だけでなく生きものすべてに及ぶから、たとえばケガした牛などに会おう
功

ものなら、「なんたら（なんと）、お前、足こ痛めたってか。もぜなぁ」と、わが身も

病むように、蝿は牛の痛みと同化してしまう。同情などという感情以前に、牛のいのち

と姫のいのちが共振、共苦しているとしかいいようがないのだ。

まつを岨はまた、「いのちというものは天からいただいているのだ」と言いつづけた

人だった。人も獣も植物も等しく天からいただいたいのちなら、いのち同士が感応する
そこ

のは当然だ。そのいのちが損なｵﾌれ病んでいるのなら、なおのこと感応しないはずはな

いだろう。そのとき発せられるのが、「もぜ」なる言葉ではなかったのか。いのちを

私物化し、個我だけを肥大させてしまった私たちには持ちようのない心なのだろう。そ

の証拠に「もぜ」なる言葉も、八十代の人たちを最後に死語となってしまった。

まつを蝋が百年を生きた農村で、鎧もいのちが損なわれていたのは農家の嫁だった。

その「嫁ごの救済」をかかげて闘いつづけた端。そのエネルギーの源は、「もぜ」なる
ばら

言葉が芋んでいた「共苦」｜こあったのだ。
（いしかわじゅんこ・岩手県在住）

／へ
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表紙の絵

テーマ｢ずっと 向こうまで」アーティスト:日比野克彦さん

１９５B年岐阜市生まれ。１９B2年東京芸術大学を卒業。その年、立体感のあるダンボー

ルを用いた作品で第３回日本グラフィック展大賞を受賞し注目される。

今年のサッカーワールドカップの公式ポスターを制作するなど、日本のアートシーンを

代表するアーティストとして、幅広い形態の作品を通して、常に時代と交信しながら進化

し続ける表現世界を展開している。

'銅リ

'雨､
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『あいあう』とは…

この広報誌の名前である『あいあうｊは、親撫聖人によって書かれた『教行信証』（顕浄土真実教行証文類）「行巻」
え あ

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

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

遇いのよろこびが表わされているのでしょう。

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

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

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

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

｢あいあう』という言葉にはそんな願いがこめられています。

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

⑳女性室活動報告

くスタッフ派遣＞１月24日内閣府･滋賀県主催｢男女共同参画フォーラムin滋賀｣への参加

２月22日～23日京都教区山城第２組坊守研修会への参加

３月20日長浜教区坊守会連絡協議会学習会への参加

３月26日仙台教区教化委員会学習会への参加

４月17日山陽教区第４組寺族研修会への参加

４月25日奥羽教区同朋会議への参加

５月16日久留米教区男なり女なり委員会公開講座への参加

く２００１年度女性室公開講座女たちと男たちの寄り合い談義パート５＞

６月22日富山会場講師:伊藤公雄さん(大阪大学人間科学部教授）会場:富山別院

おしらせ

女性室ポスター､リーフレットをご活用ください。

私たちの宗門における制度のあり方や教えの内

容を－つひとつ問い返してみますと、男性中心の

歴史を刻んでいるといえます。その男性中心の現

実のなかで、はたして男性と女性はほんとうの出

会いをし得ているといえるのでしょうか？「女だ

から」「男だから」という「ジェンダー（本来的

ではなく、社会的・文化的につくられた固定的な

役割分担としての性の違い）」に縛られるのでは

なく、男であれ女であれ、かけがえのない－人の

人間として、それぞれの個性を生かし認めあうこ

とこそが、御同朋としての人間の交わりではない

でしょうか。

女性室ではこのような課題を多くの方々と共有

したいという思いから、ボスターとリーフレット

を同時に発行いたしました。多くの方の目にとま

るようアピールを重視したデザインにし、あわせ

て活用していただきたいと願っています。

ご希望の部数をお送り

わか守たことに
してない？

璽豊⑪こと,園.の臆ｑ

Ｒ頂阿は『賦切“0鯉Ｑ町９Ｍ

処ｂ,qUM《■』■４負抽■

いたしますので、同朋の

会をはじめ、寺院・教会

あるいは地域での行事な

どでの配布にぜひご協力

ください。

編集後記

先日、道の途中のガソリンスタンドに「オイル交換の際、

男性は途中まで自分で作業をしてください」という看板があ

った。えっ、どうして？得意な女の人もいるだろうし、そう

ではない男の人もいるはずなのに、と思った。◆女性室に関

わらせていただいてもうすぐ３年を迎える。以前の私の中に

はこんな感覚はなかった。女性である私がお茶くみをするこ

とに何の抵抗も感じなかったし、「ジェンダー」の意味もわ

からず女性室会議の時も「？」が頭の中を何回めぐったかわ

からないほどだった。◆女性室での活動を通して、いろいろ

な人に出会ううち、今までの自分のままでいいのかと思いは

じめ、女であることが自分のすべてだと思うがゆえに「女ら

しさ」に縛られている私自身や、自分が他者のことを考える

時に、「男らしさ」や「女らしさ」というフィルターを通し

てしか考えることができていなかったのではないかというこ

とを気づかされた。◆それから私は「女って何？」「男って

何？」「人間って何？」「私って何？」ということが気にな

ってしょうがない。だから、目の前にある現実と向きあった

とき、腹がたってわめいたり、時には悲しくなって落ち込ん

だりして周りの人たちにたくさん迷惑をかけながらドタバタ

もがいている。◆自分らしさと出会うためのもがきかもしれ

ないが。（沙。）
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