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講師●上
う え

野
の

千
ち

鶴
づ

子
こ

　
初
日

両
日
参
加
を
基
本
と
し
ま
し
た
が
、
講

義
の
み
の
聴
講
を
可
能
と
し
た
こ
と
か

ら
、
多
く
の
方
に
聴
講
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
実
施
で
あ
っ

た
た
め
、
教
務
所
ま
た
は
教
務
支
所
に
パ

ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
会
場
の
設
置
を

呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
全
国
17
カ
所
に
会

場
を
設
置
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。各

会
場
で
は
、
宗
門
内
外
の
参
加
者
が

上
野
先
生
の
講
義
に
耳
を
傾
け
る
姿
が
み

ら
れ
、
地
元
に
い
な
が
ら
、
人
数
制
限
を

気
に
せ
ず
に
参
加
で
き
る
オ
ン
ラ
イ
ン
の

良
さ
を
実
感
で
き
ま
し
た
。
日
程
終
了
後

に
も
活
発
に
意
見
を
交
わ
す
場
面
も
見
ら

れ
、
画
面
上
と
は
い
え
、
場
所
を
共
に
す

る
学
び
の
大
切
さ
を
再
確
認
す
る
機
会
に

な
り
ま
し
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
聴
講
さ
れ
た
方
と
、
全

国
の
会
場
を
含
め
、
１
５
０
名
を
超
え
る

皆
さ
ん
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

一い

ち

人に

ん

に
立
つ
～「
家
」と
女
性
～

2022年４月21～22日

第22回

４
月
21
・
22
日
に「
一
人
に
立
つ
～
「
家
」と
女
性
～
」と
い
う
テ
ー
マ
で
開
催
し
ま
し
た
。

初
日
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
上
野
千
鶴
子
先
生
に
講
義
を
い
た
だ
き
、
２
日
目
は
座
談
会
中
心
に
実
施
し
ま
し
た
。

初日の様子

　
2
日
目

２
日
目
は
26
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

参
加
者
4
名
か
ら
、「
笑
い
は
共
犯
、

沈
黙
は
同
意
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
自

分
に
も
わ
き
ま
え
癖
が
つ
い
て
い
た
と
気

付
い
た
。
自
分
の
世
代
で
終
わ
り
に
し
た

い
！
」「
男
も
家
制
度
に
実
は
縛
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
い
た
」「
選
択
的
夫
婦

別
姓
を
望
む
」
な
ど
の
感
話
を
受
け
て
班

別
の
語
り
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
自
身

の
日
常
が
問
い
返
さ
れ
た
と
い
う
体
験
談

や
、
ど
う
し
て
も
性
差
別
的
な
言
動
に
つ

い
て
声
を
挙
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
率
直
な

意
見
が
多
数
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
に

も
お
寺
の
中
の
坊
守
と
し
て
の
生
き
づ
ら

さ
、
ま
た
儀
式
の
現
場
に
お
け
る
女
性
の

苦
労
、
各
教
区
の
性
差
別
問
題
の
と
り
く

み
に
つ
い
て
情
報
交
換
が
行
わ
れ
、
有
意

義
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

東
京
大
学
は
女
子
学
生
2

割
の
壁
を
越
え
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
18
歳
女
子
の
4

年
制
大
学
進
学
率
は
急
速
に

上
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
東
京
大
学
だ
け
こ
の
壁
を
越
さ
な
い

の
で
す
。
大
学
合
格
者
の
女
子
比
率
を
比
べ

て
み
ま
す
と
、
ど
こ
の
国
も
軒
並
み
女
子
の

進
学
率
の
方
が
高
い
の
で
す
が
、
日
本
だ
け

逆
転
し
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
教
育
学
で
は
、
日
本
に
お
い

て
は
、
女
の
子
た
ち
は
オ
ギ
ャ
ー
と
生
ま
れ

た
時
か
ら
18
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
、
東
大

を
受
験
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
損
な
わ
れ
て

い
る
と
い
う
知
見
が
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ
た

と
き
に
「
な
ん
だ
女
か
」
と
言
わ
れ
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
か
ら
陰
に
陽
に
性
別
の
進
路
指

導
が
あ
り
、「
お
前
は
女
だ
か
ら
身
の
丈
に

合
っ
た
そ
こ
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
入
れ
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
高
校
の
先
生
が
言
う
。
男

が
リ
ー
ダ
ー
で
女
が
そ
れ
に
従
う
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
が
日
に
日
に
目

に
し
て
大
人
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を

「
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
言
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
「
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ク
ー
リ

ン
グ
ア
ウ
ト
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ど
ん

な
子
ど
も
に
で
も
あ
る
、
学
び
た
い
・
育
ち

た
い
と
い
う
気
持
ち
に
水
を
か
け
る
と
い
う

冷
却
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
心
理
学
に

も
知
見
が
あ
り
ま
し
て
、
男
は
自
分
を
実
際

以
上
に
大
き
く
見
せ
た
が
る
の
に
対
し
て
、

女
は
自
分
を
過
小
評
価
す
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
女
性
の
抜
擢
人
事
を
し
よ
う
と

し
て
も
「
い
い
え
、
私
な
ん
か
」
と
言
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。

3
割
の
論
理

そ
こ
で
政
府
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け

る
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
3

割
ま
で
に
増
や
す
と
い
う
数
値
目
標
を
出
し

ま
し
た
。
組
織
論
的
に
言
う
と
、
こ
の
30
％

と
い
う
数
字
に
は
意
味
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
あ
る
集
団
の
中
で
、
少
数
派
が
3

割
を
超
す
と
少
数
派
で
な
く
な
り
、
そ
の
集

団
の
組
織
文
化
が
変
わ
る
分
岐
点
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
達
成
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
界
は
こ
の
点
で
最

も
遅
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
結
婚
す
る
に
あ
た
っ
て
改
姓
す
る

の
は
妻
が
96
％
。
女
性
が
不
便
と
不
利
益
を

被
っ
て
い
て
、
残
り
の
4
％
は
男
性
が
姓
を

変
え
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
も
ま
た
不
便
と
不

利
益
を
被
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
選
択
的
夫

婦
別
姓
の
法
案
は
な
か
な
か
通
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
女
性
議

員
の
数
値
目
標
を
出
し
て
も
、
何
の
強
制
力

も
な
い
か
ら
で
す
。
日
本
の
法
律
に
は
罰
則

規
定
が
な
い
の
で
、実
効
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。

裁
判
所
が
夫
婦
同
氏
の
原
則
を
な
ぜ
合
憲
に

し
た
か
と
い
う
と
、「
夫
の
姓
か
妻
の
姓
、

ど
ち
ら
に
し
て
も
良
い
の
だ
か
ら
平
等
だ
」

と
い
う
理
屈
で
す
。
し
か
し
現
実
に
は
女
性

の
方
が
「
入
籍
す
る
」
と
言
い
ま
す
。

戸
籍
制
度

夫
婦
同
氏
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
最
終
的
に

は
戸
籍
制
度
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

あ
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
「
入
籍
す
る
」
と

い
う
言
い
方
で
す
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は

「
家
」
意
識
で
す
。
嫁
げ
ば
他
家
の
人
、
と

い
う
考
え
で
す
。
嫁
い
で
し
ま
え
ば
、
娘
は

実
家
の
親
の
介
護
は
せ
ず
、
実
家
の
親
の
介

護
は
長
男
の
嫁
の
役
割
で
し
た
。
今
は
も
う

そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
え
っ
て
娘

は
嫁
と
し
て
の
介
護
も
さ
せ
ら
れ
、
娘
と
し

て
の
介
護
の
負
担
か
ら
も
逃
げ
ら
れ
な
い
。

ど
ち
ら
も
背
負
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

で
、負
担
が
増
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
、
地
方
で
は
結
婚
難
が
出
て
き
ま
し

た
。
以
下
の
3
つ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
男

性
が
結
婚
難
に
な
り
や
す
い
と
い
う
デ
ー
タ

が
、社
会
学
の
調
査
か
ら
上
が
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
長
男
、
家
業
後
継
者
、
プ
ラ
ス
過
疎
地

で
す
。
こ
れ
は
戸
籍
制
度
の
呪
縛
で
す
。

女
性
の
分
断

格
差
社
会
が
進
ん
だ
こ
の
約
30
年
の
間
に

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
法
制
の
整
備
」
と
「
労

働
の
規
制
緩
和
」が
同
時
に
進
行
し
ま
し
た
。

1
9
8
5
年
は
、
雇
用
機
会
均
等
法
と
派
遣

事
業
法
が
同
時
に
成
立
し
た
年
で
す
。
こ
れ

で
総
合
職
と
一
般
職
、
正
規
と
非
正
規
と
い

う
分
断
が
起
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
女
性
の

分
断
元
年
」、「
女
性
の
貧
困
元
年
」、「
女じ

ょ

女じ
ょ

格
差
元
年
」
と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す
。

新
性
別
役
割
分
担

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
こ
と

を
性
別
役
割
分
担
と
い
い
ま
す
が
、
今
も
男

は
相
変
わ
ら
ず
仕
事
だ
け
に
対
し
て
、
女
は

家
事
育
児
に
加
え
て
、
家
計
補
助
型
の
仕
事

が
プ
ラ
ス
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
新
・
性

別
役
割
分
担
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
変
化
は

何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
と
、
女
性
は
家

の
中
で
も
働
き
、
家
の
外
で
も
働
い
て
、
前

よ
り
も
も
っ
と
長
時
間
働
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
女
性
の
労
働
は
前
よ
り
も
強
化
さ
れ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
働
く
女
性
は
正
規
も

女性会議  講義抄録
第22回
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非
正
規
も
も
う
疲
れ
果
て
て
大
変
だ
っ
て
い

う
こ
と
が
全
世
界
で
可
視
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
生
産
年
齢
人
口
の
女
性
の
10

人
に
7
人
が
働
い
て
い
ま
す
。
こ
の
働
く
女

性
た
ち
の
10
人
に
約
6
人
が
非
正
規
で
す
。

非
正
規
の
問
題
点
は
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い

る
の
に
給
料
が
低
す
ぎ
る
こ
と
で
す
。
夫
の

収
入
が
ど
ん
ど
ん
減
り
、
日
本
は
格
差
社
会

に
な
り
ま
し
た
。
日
本
社
会
は
1
，
0
0
0 

万
人
近
い
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
の
人
た
ち
を
30

年
か
け
て
生
み
だ
し
ま
し
た
。
ア
ン
ダ
ー
ク

ラ
ス
と
は
、
泣
い
て
も
あ
が
い
て
も
這
い
上

が
れ
な
い
人
た
ち
で
す
。
こ
れ
は
若
年
、
低

学
歴
、
単
身
者
と
、
さ
ら
に
女
性
で
シ
ン
グ

ル
マ
ザ
ー
だ
と
本
当
に
最
悪
最
低
の
ボ
ト
ム

に
属
し
ま
す
。
こ
れ
は
政
治
が
生
み
出
し
た

格
差
で
す
が
、
私
は
皆
さ
ん
方
、
女
性
の
有

権
者
に
も
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

社
会
の
変
化
と

寺
の
変
化

こ
う
し
て
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
社
会
の

中
で
、
お
寺
は
ど
う
生
き
延
び
る
の
で
し
ょ

う
か
。
お
寺
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
、
も
と

に
あ
る
の
は
「
家
」
で
す
。「
家
」
と
共
同

体
と
い
う
も
の
が
お
寺
を
支
え
て
き
た
わ
け

で
す
。「
家
」
を
支
え
て
き
た
も
の
は
何
か

と
い
う
と
、
家
名
・
家
業
・
家
産
・
祖
先
祭

祀
で
す
。

家
名
は
明
治
の
時
に
戸
籍
を
作
る
た
め

に
、
政
府
が
作
れ
と
命
じ
ま
し
た
。
家
業
は

主
と
し
て
農
業
で
す
。
家
産
と
い
う
の
は
田

畑
で
す
。
あ
と
は
祖
先
祭
祀
で
す
。

こ
れ
ら
は
今
、
都
市
化
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

化
で
ほ
ぼ
消
え
ま
し
た
。一
方
お
寺
さ
ん
は
、

寺
と
い
う
家
業
が
あ
り
、
住
職
は
家
業
経
営

者
で
す
。
妻
は
と
い
う
と
、
経
営
者
の
妻
で

す
。
皆
さ
ん
は
、
お
寺
の
息
子
と
結
婚
し
た

時
に
、
自
分
が
お
寺
と
い
う
家
業
の
共
同
経

営
者
に
な
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
お
ら
れ

た
で
し
ょ
う
か
。

寺
の
基
盤

お
寺
の
基
盤
は
何
か
と
い
う
と
「
ム
ラ
」

で
す
。「
ム
ラ
」
と
い
う
共
同
体
が
な
い
と
、

お
寺
は
維
持
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
江

戸
時
代
の
農
家
は
移
動
の
自
由
も
職
業
選
択

の
自
由
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
共
同
体
が
ず
っ

と
維
持
さ
れ
て
き
て
、
そ
こ
に
お
寺
さ
ん
が

乗
っ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
宗
門
改

あ
ら
た
め

帳ち
ょ
うで

す
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
昔
の
共
同
体
は
も

は
や
あ
り
ま
せ
ん
。
農
業
も
今
は
機
械
化
に

よ
っ
て
、
共
同
作
業
は
し
な
く
て
も
よ
く
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
家
族
も
個
人
化
し
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
個
人
化
の
一
つ
の
あ
ら

わ
れ
が
夫
婦
別
姓
で
す
。
同
じ
氏
に
し
た
く

な
い
と
い
う
男
女
が
現
れ
て
き
た
の
で
す
。

ま
た
、
お
寺
さ
ん
が
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た

祖
先
祭
祀
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
は

先
祖
代
々
の
墓
は
な
く
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
出
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
考
え

る
と
、
歴
史
と
し
て
は
浅
い
と
い
う
こ
と
で

す
。家

業
と
し
て
の
お
寺
を
支
え
る
社
会
環
境

は
、
今
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
ど

う
や
っ
て
生
き
延
び
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
す
。

家
制
度
の
終

し
ゅ
う

焉え
ん

家
制
度
は
、
明
治
期
に
強
化
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
直
系
三
世
代

同
居
と
い
う
形
が
な
く
な
っ
て
登
場
し
た
の

が
近
代
家
族
で
す
。
明
治
民
法
は
男
系
重
視

で
女
性
差
別
を
強
化
し
ま
し
た
。
戸
主
は
男

性
限
定
に
な
り
ま
し
た
。
皇
室
典
範
も
同
じ

で
す
。
男
系
相
続
に
限
っ
て
、
女
系
天
皇
・

女
性
天
皇
を
認
め
な
い
。
こ
れ
は
明
治
の
発

明
品
で
、
多
く
の
女
帝
の
歴
史
を
否
定
し
て

い
ま
す
。

女
性
が
戸
主
に
な
れ
る
の
は
、
未
婚
の
場

合
だ
け
で
し
た
。
結
婚
し
た
ら
女
は
そ
の
能

力
と
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例

え
ば
、
樋
口
一
葉
は
未
婚
で
女
戸
主
だ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
戸
主
の
自
由
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
時
に
明
治
民
法
は
、
そ
れ
ま
で
民

間
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
相
続
制
度
を
「
庶

民
の
蛮ば

ん

風ぷ
う

」
と
し
て
排
除
し
ま
し
た
。
そ
の

一
つ
が
姉
家
督
で
す
。
長
男
が
家
業
に
向
か

な
か
っ
た
ら
、
長
女
を
家
督
相
続
人
に
し
て

お
い
て
経
営
の
才
覚
の
あ
る
婿
に
入
っ
て
も

ら
う
方
が
、選
択
の
範
囲
が
広
く
な
り
ま
す
。

家
業
の
経
営
体
存
続
の
た
め
に
は
そ
の
ほ
う

が
合
理
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
庶
民

の
間
に
は
末ま

っ

子し

相
続
な
ど
も
あ
り
ま
し
た

が
、
明
治
政
府
は
こ
れ
ら
を
蛮
風
と
し
て
全

部
排
除
し
ま
し
た
。

今
は
真
宗
も
変
わ
っ
て
き
て
、
女
性
も
住 パブリックビューイング会場（三重教務所の様子）
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職
に
な
れ
る
そ
う
で
す
ね
。
明
治
以
前
は
男

性
限
定
の
武
士
の
世
界
で
し
た
。
そ
の
武
家

の
相
続
制
が
、
明
治
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し

て
確
立
さ
れ
た
の
で
す
。
日
本
の
近
代
化
を

武
士
化
（
武
士
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
呼
ん

だ
の
は
梅
棹
忠
夫
さ
ん
で
す
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
を
辿
っ
て
、
寺
を
支
え
た
環
境
条
件
が

全
部
崩
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
お

寺
を
支
え
る
社
会
環
境
が
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
後
に
、
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
延
び
る
か

が
お
寺
の
課
題
で
す
。
日
本
の
社
会
は
超
高

齢
社
会
で
、
人
口
の
3
割
が
高
齢
者
で
す
。

生
ま
れ
る
子
ど
も
の
数
よ
り
も
亡
く
な
る
年

寄
り
の
方
が
多
い
と
い
う
人
口
減
少
社
会
で

す
か
ら
、
社
会
全
体
が
今
下
り
坂
に
な
っ
て

い
ま
す
。

自
立
と
自
律

私
は
2
0
1
9
年
東
京
大
学
入
学
式
祝
辞

で
「
あ
な
た
の
恵
ま
れ
た
環
境
と
恵
ま
れ
た

能
力
と
を
、
恵
ま
れ
な
い
ひ
と
び
と
を
貶
め

る
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
ひ
と
び
と

を
助
け
る
た
め
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言

い
ま
し
た
。「
そ
し
て
強
が
ら
ず
弱
さ
を
認

め
、支
え
合
っ
て
生
き
て
く
だ
さ
い
」
と
も
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
東
大
の
新
入
生
は
受
験
競
争

の
勝
者
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
勝
者
と
い
う
の
は
い
つ
も
不
安
の
塊
で

す
。
い
つ
ま
で
も
勝
者
で
い
ら
れ
る
保
証
は

な
い
か
ら
で
す
。

今
回
い
た
だ
い
た
「
一
人
に
立
つ
」
と
い

う
テ
ー
マ
に
関
係
し
ま
す
が
、「
自
立
」と「
自

律
」
は
、
音
は
一
緒
で
す
が
、
英
語
で
は
ま

っ
た
く
違
い
ま
す
。
自
立
は
、
イ
ン
デ
ィ
ペ

ン
ダ
ン
ス
、依
存
の
な
い
状
態
と
い
う
意
味
。

自
律
は
、
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
、
自
己
を
律
す
る

こ
と
、
自
己
統
治
と
い
う
意
味
で
す
。
私
の

こ
と
は
私
が
決
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
今
、介
護
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、

介
護
保
険
法
の
自
立
と
障
害
者
総
合
支
援
法

の
自
立
は
違
い
ま
す
。
介
護
保
険
法
の
自
立

は
「
介
護
保
険
を
使
わ
な
い
者
が
偉
い
。
介

護
保
険
か
ら
卒
業
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
障
害
者
総
合
支

援
法
の
自
立
は
「
で
き
な
い
こ
と
は
助
け
て

も
ら
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
で
も
自
分
の
こ

と
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
、
こ
れ
だ
け

の
違
い
が
あ
る
の
で
す
。障
害
者
に
限
ら
ず
、

ど
ん
な
人
も
生
ま
れ
た
時
は
も
ち
ろ
ん
、
や

が
て
は
誰
か
に
世
話
し
て
も
ら
わ
な
い
と
生

き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
人
は
依
存

的
な
存
在
と
し
て
生
ま
れ
、
依
存
的
な
存
在

と
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
考
え
れ
ば
、「
一
人
に
立
つ
」
と
は
誰

に
も
頼
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
今
日
は
言
い
た
い
と
思
い
、
こ
の

テ
ー
マ
を
お
引
き
受
け
し
ま
し
た
。

一
人
に
立
つ

熊
谷
晋
一
郎
さ
ん
は
脳
性
麻
痺
の
障
害
者

で
、
車
い
す
生
活
者
で
す
。
彼
の
「
当
事
者

研
究
」
と
い
う
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
、
当
事

者
の
経
験
知
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で

す
。 

熊
谷
さ
ん
の
経
験
知
は
「
自
立
と
は

依
存
先
の
分
散
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
表

れ
て
い
ま
す
。

彼
は
脳
性
麻
痺
で
、
お
母
さ
ん
が
ず
っ
と

お
世
話
し
て
き
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
が
い
な

い
と
僕
は
生
き
て
い
け
な
い
と
思
っ
て
き
ま

し
た
。
お
母
さ
ん
は
お
母
さ
ん
で
、
私
が
い

な
い
と
こ
の
子
は
生
き
て
い
け
な
い
と
。
そ

う
い
う
息
の
詰
ま
る
よ
う
な
母
子
の
依
存
関

係
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
考
え
て
、
彼
は
東
京

大
学
医
学
部
を
受
験
し
て
合
格
し
ま
し
た
。

下
宿
し
て
一
人
暮
ら
し
を
始
め
て
い
ろ
ん
な

人
を
巻
き
込
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
、
大
き
な

大
黒
柱
が
1
本
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
が
倒
れ
た

ら
皆
こ
け
た
に
な
る
け
れ
ど
も
、
細
い
筋す

じ

交か

い
が
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
、
そ
の
何
本
か
が
な

く
な
っ
て
も
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
け
ま
す
。

だ
か
ら
、
自
立
と
は
依
存
の
な
い
こ
と
で
は

な
く
て
、「
誰
か
一
人
に
深
く
依
存
し
て
い

る
と
思
わ
ず
に
済
む
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

居
場
所
作
り

居
場
所
作
り
を
し
て
き
た
人
た
ち
が
い
ま

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
の
パ
イ
オ
ニ
ア

が
新
潟
県
に
あ
り
、「
う
ち
の
実
家
」
と
い

い
ま
す
。「
嫁
」
に
と
っ
て
、
こ
の
世
で
一

番
く
つ
ろ
げ
る
場
所
は
実
家
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
を
作
っ
た
河
田
珪
子
さ
ん
は
、
ご

近
所
の
引
き
こ
も
り
の
若
者
や
、
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
お
年
寄
り
た
ち
に
声
を

掛
け
て
、
言
う
こ
と
は
た
っ
た
一
つ
で
す
。

「「
う
ち
の
実
家
」
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん

か
」。
も
う
そ
れ
だ
け
で
ス
ト
ン
と
腑
に
お

ち
ま
す
。
別
に
何
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
。
集
ま
っ
て
お
茶
を
飲
ん
で
、
お
昼
ご

飯
を
食
べ
る
だ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
し
て
こ
ら
れ
て
、
新
潟
は
県
と
市
が
力
を

入
れ
て
こ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
た
め

に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
が
ど
ん
ど
ん
増

え
て
い
き
ま
し
た
。

選
択
縁

私
た
ち
は
地
縁
と
血
縁
の
社
会
に
ず
っ
と

住
ん
で
き
ま
し
た
。
お
寺
を
支
え
て
き
た
の

も
地
縁
と
血
縁
で
す
。
も
う
一
つ
社
縁
と
い

う
と
、
結
社
の
「
社
」
は
利
益
を
求
め
る
合

理
的
な
集
団
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ら
に
は
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当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
私
は

そ
れ
を
「
選
択
縁
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ

れ
は
知
で
つ
な
が
る
、
情
で
つ
な
が
る
、
志

で
つ
な
が
る
も
の
で
す
。
加
入
脱
退
が
自
由

で
強
制
力
が
な
く
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
つ

ま
先
ま
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
な
い
関
係
を

要
求
し
な
い
脱
血
縁
、
脱
地
縁
、
脱
社
縁
の

人
間
関
係
を
指
し
ま
す
。

「
絆
」
と
は
旅は

た
ご籠

で
馬
を
結
わ
え
つ
け
て

お
く
紐
の
こ
と
だ
そ
う
で
、
や
は
り
人
を
縛

る
も
の
が
「
絆
」
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ

に
比
べ
る
と
、「
選
択
縁
」
は
結
ん
だ
り
ほ

ど
い
た
り
で
き
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
お
寺
も
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ

フ
ェ
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
は
現
代
版
お
寺
と
言
い
換
え

て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
寺
に
は
す
で
に
、
厨
房
設
備
な
ど
の
施

設
が
あ
っ
て
、
信
用
力
も
ブ
ラ
ン
ド
も
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
そ
こ
に
、
住
職
さ
ん
と
坊
守

さ
ん
と
い
う
ホ
ス
ト
と
ホ
ス
テ
ス
が
い
る
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
か
ら
の
こ
の
超
高
齢

社
会
の
中
で
お
寺
に
で
き
る
こ
と
は
、
ま
だ

ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
を

と
き
ほ
ぐ
す

私
は
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
、
弱
者
が
弱

者
の
ま
ま
で
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
求
め
る
思

想
で
あ
る
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は

男
性
み
た
い
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
男
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
、

強
者
・
支
配
者
・
差
別
者
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。別
に
強
者
に
な
ら
な
く
て
も
い
い
、

弱
者
の
ま
ま
で
も
差
別
さ
れ
な
い
社
会
を
求

め
た
い
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。

今
の
若
い
人
た
ち
に
は
「
こ
ん
な
世
の
中

を
作
っ
て
し
ま
っ
て
ご
め
ん
な
さ
い
。
こ
れ

は
人
災
で
す
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。皆
さ
ん
方
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
、で
き
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
被
害
者
に
も

加
害
者
に
も
な
ら
な
い
こ
と
。
被
害
者
で
あ

り
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
誰
か
に
と

っ
て
加
害
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
同

じ
こ
と
を
再
生
産
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

森
喜
朗
さ
ん
が
「
う
ち
の
理
事
さ
ん
た
ち

は
わ
き
ま
え
て
お
ら
れ
る
」と
言
っ
た
時
に
、

森
さ
ん
と
一
緒
に
笑
っ
た
人
も
た
く
さ
ん
い

た
そ
う
で
す
。
そ
の
森
発
言
を
逆
手
に
と
っ

て
「
#
わ
き
ま
え
な
い
女
た
ち
」
と
い
う
オ

ン
ラ
イ
ン
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ム
が
拡
が
り
ま

し
た
。
そ
の
「
#
わ
き
ま
え
な
い
女
た
ち
」

が
何
を
言
っ
た
か
と
い
う
と
、「
私
に
も
わ

き
ま
え
癖
が
つ
い
て
い
た
。
反
省
し
た
」
と

い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
を
、

女
の
人
は
痛
み
な
し
で
は
言
え
ま
せ
ん
。
森

さ
ん
の
よ
う
な
人
を
目
の
前
に
し
た
と
き
に

言
い
返
せ
な
か
っ
た
り
、
呑
み
込
ん
だ
り
し

た
無
念
さ
、
悔
し
さ
が
女
性
の
間
に
は
溜
ま

り
に
溜
ま
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
怒
り
の

裾
野
が
広
が
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。「
こ

ん
な
こ
と
は
自
分
の
世
代
で
終
わ
り
に
し
た

い
、
次
の
世
代
に
引
き
継
が
な
い
よ
う
に
し

た
い
」
と
言
う
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
差
別
的
な
人
が
目
の
前
に
現
れ

た
時
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
被
害
者
に
も
加

害
者
に
も
、
そ
し
て
何
よ
り
も
傍
観
者
に
な

っ
て
ほ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
沈
黙
は
同
意
。

笑
い
は
共
犯
」
で
す
。
笑
っ
た
ら
共
犯
者
で

す
。
黙
り
込
ん
だ
ら
暗
黙
の
同
意
を
与
え
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
個
人
の
振
る
舞
い

を「
や
っ
ぱ
り
女
だ
ね
」「
や
っ
ぱ
り
男
だ
ね
」

と
い
う
ふ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
振
り
か
ざ
し

て
発
言
し
た
時
に
、
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
を
出

す
。
そ
れ
を
「U

ndoing  Gender

（
ジ
ェ

ン
ダ
ー
差
別
を
巻
き
戻
す
）」
と
言
い
ま
す
。

そ
れ
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
と
き
ほ
ぐ
す
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
は
「
ち
ょ
っ
と
待

っ
て
」
と
言
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
誰
に
で

も
、
い
つ
か
ら
で
も
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、皆
さ
ん
方
に
は「
わ
き
ま
え
な

い
女
」「
面
倒
く
さ
い
女
」「
う
る
さ
い
女
」に

な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
を
真
宗
教
団

で
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
か
存
じ
ま
せ
ん
が
、

真
宗
教
団
も
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
た
だ
か
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。そ
う
し
な
い
と
、お
寺
そ

の
も
の
が
生
き
延
び
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

私
は
最
近
『
女
の
子
は
ど
う
生
き
る
か
│

教
え
て
上
野
先
生
』
と
い
う
本
を
書
き
ま
し

た
。「
日
本
は
変
わ
り
ま
す
か
」
と
聞
か
れ

た
ら
、
私
は
イ
エ
ス
と
答
え
ら
れ
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
私
た
ち
が
変
え
て
き
た
か
ら
、
だ

か
ら
あ
な
た
に
も
変
え
ら
れ
ま
す
。
男
性
に

も
変
わ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

私
た
ち
は
本
当
に
下
り
坂
の
社
会
を
生
き

て
い
る
の
で
、
手
を
取
り
合
っ
て
支
え
合
っ

て
生
き
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
、

「
弱
者
に
な
ら
な
い
で
お
こ
う
、
要
介
護
者

に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
思
う
の
で

は
な
く
、
弱
者
に
な
っ
て
も
安
心
で
き
る
、

要
介
護
に
な
っ
て
も
安
心
で
き
る
、
認
知
症

に
な
っ
て
も
安
心
で
き
る
社
会
で
あ
っ
て
ほ

し
い
で
す
。
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
の
事
件
が

あ
り
ま
し
た
が
、
障
害
を
持
っ
て
い
て
も
殺

さ
れ
な
い
社
会
を
つ
く
り
た
い
、
と
い
う
の

が
私
の
願
い
で
す
。こ
う
い
う
願
い
を
私
は
、

仏
教
界
の
皆
さ
ん
方
と
共
有
し
て
い
る
と
信

じ
て
お
り
ま
す
。
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●
宗
派
の
中
で
、
女
性
が
組
織
運
営
に

加
わ
る
に
あ
た
っ
て
障
害
と
な
る
も
の

が
な
い
か
？
女
性
議
員
を
生
み
出
す
た

め
の
場
づ
く
り
が
で
き
て
い
る
か
、
宗

務
所
に
お
け
る
昇
進
試
験
の
内
容
に
差

別
は
な
い
か
、
働
き
方
の
多
様
性
が
確

保
さ
れ
て
い
る
か
。
法
話
の
講
師
も
法

話
の
出
版
物
の
著
者
も
偏
っ
て
い
な
い

か
。
人
を
育
て
る
の
は
時
間
と
お
金
が

か
か
る
の
で
、
何
か
や
ら
な
い
と
。

●
自
分
が
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
な
い

苦
悩
は
、
寺
の
人
間
も
同
じ
。
寺
の
人

間
に
も
、
言
い
た
い
け
ど
言
え
な
い
人

が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
の
で
は
。
安
心

し
て
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
で
き
る
男
性
会

議
を
開
け
る
と
い
い
。

●
女
性
か
ら
男
性
へ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

も
あ
る
の
で
、
男
性
の
方
々
も
聴
い
て

い
た
だ
け
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、

広
く
性
差
別
を
考
え
ら
れ
る
会
議
の
内

容
を
希
望
す
る
。

●
家
父
長
制
や
性
差
別
に
つ
い
て
は
男

女
が
共
有
す
る
問
題
で
あ
る
と
感
じ

る
。

●
私
は
男
女
平
等
だ
か
ら
家
事
・
法
務

を
対
等
に
分
担
し
て
き
た
つ
も
り
で
い

た
が
、夫
に
「（
あ
な
た
は
）
住
職
で
し

ょ
、
と
い
う
の
も
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
な
の

で
は
？
」
と
言
わ
れ
た
。
被
害
者
面づ

ら

し

た
加
害
者
は
、我
が
身
だ
っ
た
と
自
覚
。

●
お
寺
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
が
そ
の
ま

ま
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
マ※

イ
ク
ロ
ア
グ
レ

ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
こ
と
に
、
ど
う
向
き

合
っ
て
い
く
か
。

※
マ
イ
ク
ロ
ア
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
：
自
覚

な
き
差
別
。
異
な
る
文
化
、
人
種
、
身

体
的
能
力
を
持
つ
人
々
に
対
し
て
、
悪

意
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
相
手
を
傷
つ

け
て
し
ま
う
可
能
性
を
持
つ
言
動
ま
た

は
行
動
（
W
e
b
l
i
o
よ
り
）

●
総
代
さ
ん
は
よ
く
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉

と
し
て
「
坊
守
さ
ん
は
、
自
分
の
嫁
ぎ

先
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
門
徒
全
部
の
家
へ

嫁
い
で
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
大
変
だ
と

思
う
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
。
け
れ

ど
も
、
坊
守
と
し
て
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

や
「
寺
の
嫁
」
の
役
割
へ
の
と
ら
わ
れ
、

家
族
と
の
関
係
性
で
苦
し
ん
で
き
た
の

に
、
そ
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う

自
分
へ
の
嫌
悪
感
が
あ
る
。
そ
の
言
葉

を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
女
性

の
抑
圧
へ
加
担
し
、
お
寺
と
い
う
場
を

通
し
て
日
々
広
め
て
し
ま
っ
て
い
た

と
、
知
っ
た
。 

●
家
事
を
手
伝
わ
な
い
娘
に
対
し
イ
ラ

イ
ラ
し
て
「
女
の
子
な
ん
だ
か
ら
少
し

は
や
ら
な
い
と
後
々
困
る
よ
」な
ど
と
、

時
々
私
自
身
が
と
て
も
差
別
的
な
発
言

を
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
ハ
ッ
と

さ
せ
ら
れ
た
。

●
社
会
構
造
や
体
制
の
差
別
に
つ
い
て

話
を
し
て
い
て
も
、
真
宗
の
教
え
に
照

ら
し
て
ど
う
か
と
い
う
話
が
あ
ま
り
出

て
こ
な
い
。

●
班
を
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
て
多
く
の
人
と

話
せ
る
と
、
今
後
教
区
ご
と
の
つ
な
が

り
や
橋
渡
し
が
し
や
す
い
。

●
世
代
が
幅
広
か
っ
た
の
で
、
年
配
の

方
の
ご
苦
労
や
若
手
の
悩
み
も
わ
か
っ

て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

●
門
徒
か
ら
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
人
間

関
係
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
と
こ
ろ
が

な
い
。

講義中にも紹介された、
上野先生が執筆された書
籍の一部を紹介します。

『女の子はどう生きるか
教えて、上野先生！』

（岩波ジュニア新書）
定価968円（税込）

『近代家族の成立と終焉』
（岩波現代文庫）
定価2,068円（税込）

参加者からの感想

書籍紹介
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こ
れ
ま
で
三
条
教
区
で
さ
ま
ざ
ま
な
男
女

共
同
参
画
等
の
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
研
修
会
は
非
常
に
有

意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、既
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
一

部
の
方
だ
け
の
研
修
に
と
ど
ま
り
、広
く
大
勢

の
方
の
課
題
と
な
ら
ず
、
ま
た
継
続
的
に
積

み
上
げ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
、と
い
う
こ
と
も
共
有
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
び
女
性
室
公
開
講
座
と
し
て
当
研

修
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
研
修
部
会
で

は
、
そ
の
「
一
部
の
方
が
や
っ
て
い
る
問
題

で
、
私
の
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
何
と
か
打
開
し
た
い
と
思
い
、こ
の「
男

女
両
性
で
形
づ
く
る
教
区
」
と
い
う
テ
ー
マ

を
よ
り
多
く
の
方
々
に
考
え
て
も
ら
う
た
め

に
、
今
ま
で
の
よ
う
な
一
方
的
な
講
習
会
、

勉
強
会
形
式
で
は
な
い
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形

式
で
の
研
修
会
の
実
施
に
踏
み
切
り
ま
し

た
。
ま
た
、
よ
り
多
く
の
方
か
ら
ご
意
見
を

い
た
だ
く
た
め
に
、
自
由
記
入
欄
を
設
け
た

ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
布
回
収
し
ま
し
た
。

実
際
に
開
催
し
て
み
て
、
も
っ
と
大
勢
の

参
加
を
期
待
し
て
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り

こ
の
問
題
に
対
し
て
の
偏
見
が
と
て
も
大
き

い
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
か
ら
は
、
非
常
に
厳
し
い
批
判
的
な
意

見
と
肯
定
的
な
意
見
の
両
方
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
認
識
の
軽
重
、
深
浅
が
あ
る
よ
う
に

み
え
ま
す
。

そ
こ
で
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
よ
り

深
く
重
く
考
え
る
方
は
そ
の
よ
う
な
研
修
会

を
。
そ
の
反
対
に
出
来
る
だ
け
軽
く
気
負
わ

ず
に
（
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
そ
う
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
）
参
加
で
き
る
よ
う
な
研
修
会
を
、
そ

れ
ぞ
れ
に
企
画
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

思
い
が
け
ず
三
条
教
区
坊
守
会
長
に
な

り
、
発
言
の
場
を
得
て
、「
男
女
両
性
で
形

づ
く
る
教
区
」
へ
向
け
て
の
取
り
組
み
を
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、
教
務
所
も
考
え
て
お
ら

れ
た
そ
う
で
、
女
性
室
の
公
開
講
座
と
し
て

開
催
で
き
ま
し
た
。
担
当
メ
ン
バ
ー
に
は
、

「男女両性で形づくる
教区」研修会

女性室公開講座 ● 教区研修部会共催事業（三条会場）

「
男
女
両
性
で
形
づ
く
る

教
区
」研
修
会
を
終
え
て

島し
ま

津づ

崇た
か

之ゆ
き

（
研
修
部
会
部
長
・
声
明
講
習
会
部
会
幹
事
／

三
条
教
区
第
18
組
満
行
寺
）

研
修
を
活
か
し
て
改
革
も

朝あ
さ

倉く
ら

安あ

都つ

子こ

（
研
修
部
会
・
坊
守
研
修
会
部
門
幹
事
／

三
条
教
区
第
20
組
金
寳
寺
）

　

2
0
2
2
年
6
月
24
日
、「
男
女
両
性
で
形
づ
く
る
教
区
」
研
修
会
が

新
潟
県
の
三
条
別
院
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

事
前
の
企
画
会
議
の
中
で
は
「
性
差
別
に
つ
い
て
何
が
課
題
な
の
か
が

見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
」
と
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
ど
な
た
か
先
生
を
お
招
き
し
て
お
話
を
聞
く
の
で
は
な
く
、

教
区
内
の
住
職
や
坊
守
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
方
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
日
は
パ
ネ
リ
ス
ト
の
皆
さ

ん
そ
れ
ぞ
れ
の
率
直
な
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

併
せ
て
、
女
性
室
の
『
あ
い
あ
う
カ
ル
タ
展
』
や
『
宗
門
の
女
性
史
と

近
代
史
展
』
等
の
パ
ネ
ル
も
展
示
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
性
差

別
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
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こ
の
テ
ー
マ
へ
の
思
い
や
理
解
に
開
き
が
あ

り
、
そ
れ
を
埋
め
ら
れ
な
い
ま
ま
「
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
形
で
の
開
催

と
な
り
、結
果
、厳
し
い
意
見
も
い
た
だ
き
ま

し
た
。そ
れ
は
甘
受
す
る
も
の
で
す
が
、か
つ

関
心
の
高
さ
、期
待
の
大
き
さ
を
受
け
止
め
、

次
年
度
も
考
え
て
い
く
と
い
う
大
き
な
成
果

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
研
修
会
も
続

け
た
い
で
す
し
、
本
部
会
や
企
画
会
と
い
っ

た
教
区
事
業
の
決
定
の
場
に
坊
守
や
女
性
た

ち
が
３
割
参
画
す
る
等
、坊
守
・
門
徒
女
性
た

ち
を
力
づ
け
、
教
区
・
教
団
を
活
き
活
き
さ

せ
る
具
体
的
な
改
革
も
ほ
し
い
も
の
で
す
。

女
性
室
に
は
開
催
ま
で
寄
り
添
っ
て
い
た

だ
き
安
心
で
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
始
め
る
際
の
、
メ
ン
バ
ー
向
け

の
基
礎
的
な
学
習
資
料
が
あ
る
と
い
い
と
思

い
ま
し
た
。

社
会
は
い
つ
ま
で
、
男
だ
か
ら
と
か
女
だ

か
ら
と
か
、
大
人
だ
か
ら
子
ど
も
だ
か
ら
と

決
め
つ
け
て
、
誰
か
に
嫌
な
気
持
ち
に
さ
せ

ら
れ
て
、
ま
た
誰
か
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
傷
つ
け
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
に
も
お
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
、

「
感
動
す
ら
し
て
い
る
私
」
は
、
実
は
教
え

を
自
分
に
都
合
よ
く
当
て
は
め
て
感
動
し
て

い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、

悲
し
ん
で
い
る
誰
か
の
こ
と
は
見
て
見
ぬ
ふ

り
を
し
な
が
ら
、
ま
た
自
分
の
生
活
に
戻
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
女
性
室
公
開
講

座
を
受
け
て
自
問
し
ま
し
た
。

壇
上
で
パ
ネ
リ
ス
ト
が
意
見
を
交
わ
す

中
、
私
自
身
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
口
で
は「
差
別
は
い
け
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
私
は
実
際
行
動
に
移
せ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

差
別
を
し
た
く
な
い
し
、
差
別
は
さ
れ
た
く

な
い
。
で
も
そ
れ
以
上
に
差
別
を
す
る
や
つ

だ
と
思
わ
れ
た
く
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
平

等
を
口
か
ら
出
し
て
い
る
私
の
心
に
、
本
当

に
平
等
性
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。ま
た『
真

宗
聖
典
』
を
開
い
て
親
鸞
聖
人
に
た
ず
ね
、

歩
み
続
け
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。

「
男
女
両
性
で
形
づ
く
る
教
区
」
実
現
へ

の
方
策
と
し
て
“
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
”
を
初
め
て
開
催
し
ま
し
た
。

教
区
内
の
男
性
住
職
、
女
性
住
職
、
坊
守
、

女
性
衆
徒
、
男
性
衆
徒
の
パ
ネ
リ
ス
ト
を
前

に
し
た
会
場
の
雰
囲
気
は
、
参
加
者
の
期
待

感
が
満
ち
て
い
ま
し
た
。

皆
が
聞
き
た
い
の
で
す
。
パ
ネ
リ
ス
ト
が

代
弁
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
立
場

で
日
々
の
生
活
の
中
で
男
女
の
格
差
を
感
じ

る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に

し
て
そ
れ
を
認
識
し
て
い
る
の
か
と
。
率
直

な
事
実
が
話
さ
れ
、
そ
れ
を
討
論
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
す
。
終
了
後
に
集

め
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

も
、
そ
れ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
や
は
り
パ
ネ
リ
ス
ト
が
実
状
を

本
音
で
話
す
こ
と
は
少
し
難
し
い
よ
う
で
し

た
。
そ
れ
程
に
男
女
の
ち
が
い
の
問
題
は
簡

単
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
男
女
両
性
で
形
づ
く
る
教
区
」
の
実
現

に
向
け
て
は
、
ま
ず
今
の
現
状
を
し
っ
か
り

と
把
握
し
、
認
識
を
深
め
て
皆
で
努
力
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

女性室公開講座 ● 教区研修部会共催事業（三条会場）

「
実
現
は
ま
だ

遠
く
に
あ
り
」

鷲わ
し

尾お

信し
ん

子こ

（
研
修
部
会
・
女
性
研
修
会
部
門
幹
事
／

三
条
教
区
第
14
組
浄
照
寺
門
徒
）

「
言
葉
が
あ
る
時
点
で
差
別
は

も
う
は
じ
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

ん
だ
よ
」と
誰
か
が
言
っ
て
い
た

細ほ
そ

川か
わ

敏と
し

祐ゆ

貴き

（
研
修
部
会
・
仏
青
研
修
会
部
門
幹
事
／

三
条
教
区
第
17
組
護
念
寺
）

会場の様子 女性室のパネル展示
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の

加
害
者
に
も

被
害
者
に
も

な
ら
な
い
た
め
に
…

昨
今
、
社
会
全
体
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
精
神
科
医
の
片
田
珠
美
先
生
を
お
招
き
し
、
特
に「
モ
ラ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
何
か
？
」を
課
題
に
ス
タ
ッ
フ
学
習
会
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
講
義
抄
録
を
本
誌
に
掲
載
し
ま
す
。

先
生
の
講
義
に
お
い
て
も
、
宗
教
の
現
場
に
お
い
て
、
モ
ラ
ハ
ラ
が

起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
団
組
織
内
、
教
区

寺
院
内
で
も
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
目
に
見
え
な
い
信
仰
心
や
仏
の
願
い

を
引
き
合
い
に
出
し
、
対
等
で
は
な
い
人
間
関
係
を
生
み
出
し
て
し
ま

っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〈
基
本
的
な
概
念
に
つ
い
て
〉

1
9
9
3
年
ハ
イ
ン
ツ
・
レ
イ
マ
ン『
モ
ビ
ン
グ
　

労
働
に
お
け
る
迫
害
』に
、
m
o
b
（
一
人
、
又
は
複

数
の
加
害
者
が
襲
う
）に
i
n
g
が
付
い
た
、
嫌
が
ら

せ
と
い
う
意
味
が
あ
る
言
葉
が
登
場
。

1
9
9
9
年
マ
リ
ー
＝
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ル
ゴ
イ
エ
ン

ヌ『
モ
ラ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』に
よ
っ
て
、
広
く
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の「
ア
ル
セ
ル
マ
ン
・

モ
ラ
ル
」。
ア
ル
セ
ル
マ
ン（
執
拗
に
悩
ま
せ
る
）、
モ

ラ
ル（
倫
理
的
・
道
徳
的
な
、
精
神
的
な
部
分
に
関
わ

る
）と
い
う
意
味
で
、
心
を
こ
わ
す
、
傷
つ
け
る
と
い

う
意
味
。

〈
定
義
〉

●
I
L
O
国
際
労
働
機
関
に
よ
る
定
義（
1
9
9
8
年
）

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は「
不
快
な
行
動
を
伴
い
な
が
ら
、

個
人
や
集
団
に
対
す
る
恨
み
の
こ
も
っ
た
、
残
忍
な
、

悪
意
に
満
ち
た
、
あ
る
い
は
侮
蔑
的
な
手
段
を
用
い
て

他
人
の
価
値
を
貶
め
よ
う
と
す
る
」こ
と
。

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は「
複
数
の
人
が
次
の
よ
う

な
形
態
の
心
理
的
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
同
僚

を
迫
害
し
よ
う
と
示
し
合
わ
せ
た
時
に
生
じ
る
」、
つ

ま
り「
そ
の
人
に
対
し
て
常
に
否
定
的
な
評
価
を
す

る
。
絶
え
ず
批
判
す
る
。
接
触
を
断
っ
て
孤
立
さ
せ

る
。
そ
の
人
に
つ
い
て
の
虚
偽
の
情
報
を
流
布
し
た

り
、
中
傷
し
た
り
す
る
」こ
と
で
起
こ
る
。

●
イ
ル
ゴ
イ
エ
ン
ヌ
の
4
つ
の
定
義

① 

不
適
切
な
行
為
。
身
振
り
、
発
言
、
行
動
態
度
。

② 

偶
発
的
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
行
う
。
あ
る
い
は

複
数
人
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
を
す
る
。

③ 

①
②
に
よ
り
労
働
者
ー
そ
の
被
害
者
の
精
神
的
・

肉
体
的
尊
厳
や
健
全
性
を
損
な
い
、
ス
ト
レ
ス
で

身
体
に
具
体
的
な
症
状
が
出
て
く
る
。

④ 

そ
の
結
果
、
雇
用
を
危
機
に
晒さ

ら

し
た
り
、
本
人
を

退
職
に
追
い
込
ん
だ
り
す
る
。
あ
る
い
は
職
場
の

雰
囲
気
が
悪
く
な
る
。

パ
ワ
ハ
ラ
と
比
べ
る
と
、
加
害
者
も
自
分
が
相
手
を

傷
つ
け
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
ち
に
く
く
、
被
害
者

も
被
害
を
受
け
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
に
く
い

た
め
、
非
常
に
微
妙
で
曖
昧
な
や
り
方
で
相
手
を
傷
つ

け
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
判
断
が
難
し
い
で
す
。

〈
行
動
の
分
類
〉

●
研
究
者
ハ
イ
ン
ツ
・
レ
イ
マ
ン
に
よ
る
５
つ
の
分
類

①
被
害
者
が
発
言
す
る
こ
と
を
妨
害
す
る

②
被
害
者
を
孤
立
化
さ
せ
る

③
そ
の
人
の
評
判
を
悪
く
さ
せ
る

④ 

仕
事
の
上
で
被
害
者
の
信
頼
を
無
く
さ
せ
る

⑤ 

精
神
面
、
身
体
面
で
そ
の
人
の
健
康
を
害
さ
せ
る

●
イ
ル
ゴ
イ
エ
ン
ヌ
に
よ
る
４
つ
の
分
類

①
孤
立
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拒
絶

②
労
働
条
件
の
妨
害

③
人
格
攻
撃

④ 

脅
迫（
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
る
た
め
に
心
理
的
圧

力
を
か
け
る
）被
害
者
が
落
ち
込
ん
で
、
こ
ち
ら

の
言
う
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
す
る

講
師
：
片
田
珠
美

精
神
科
医
。
広
島
県
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
医

学
部
卒
業
。
近
著
『
自
己
正
当
化
と
い
う
病
』

（
祥
伝
社
新
書
）
等
、
著
書
多
数
。

　

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
と
基
本
的
な
概
念
に
つ
い
て

モ
ラ
ハ
ラ
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は
じ
め
に

モ
ラ
ハ
ラ
は
日
本
に
非
常
に
多
い
で
す
。

こ
の
言
葉
が
浸
透
し
て
い
る
割
に
は
、
こ
れ

ま
で
な
か
な
か
告
発
さ
れ
ず
、
問
題
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
要
因
は

次
の
三
つ
で
す
。

１  

被
害
者
側

波
風
を
立
て
た
く
な
い
。
大
ご
と
に
し
た

く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
。
あ
る
い
は

自
分
が
わ
が
ま
ま
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
余
計
に
酷
い
モ
ラ
ハ

ラ
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
恐
怖
が
被
害
者
の
側
に
あ
り
、
声
を
上

げ
に
く
い
。

2  

加
害
者
側

自
覚
を
持
ち
に
く
い
。
あ
く
ま
で
も
指
導

し
て
い
る
つ
も
り
な
の
で
自
分
の
側
に
正
義

が
あ
る
と
考
え
や
す
い
。
自
分
の
言
動
で
相

手
が
傷
つ
い
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
想
像
力
が
働
か
ず
、
無
自

覚
に
相
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
。

加
害
者
側
の
要
因
は
同
調
圧
力
が
強
い
環

境
で
起
こ
り
や
す
い
。
日
本
は
同
調
圧
力
が

強
く
、「
ほ
か
の
人
が
や
っ
て
る
か
ら
自
分

も
同
じ
よ
う
に
や
ろ
う
」
と
い
う
縛
り
が
非

常
に
強
い
。

信
仰
が
重
ん
じ
ら
れ
る
組
織
に
お
い
て

は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
大
き
い
か
も
し
れ
な

い
。「
信
仰
は
正
し
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ

を
み
ん
な
信
じ
、
そ
れ
に
準
じ
て
行
動
す
べ

き
で
、
そ
れ
か
ら
外
れ
た
行
動
を
と
っ
て
い

る
人
を
注
意
し
て
い
る
だ
け
だ
」
と
。

3  

周
囲

被
害
者
の
様
子
を
目
に
し
て
、
辛
そ
う
だ

な
と
思
っ
て
も
、
そ
こ
に
変
に
介
入
し
て
、

次
は
自
分
が
攻
撃
さ
れ
た
ら
嫌
だ
、
と
い
う

理
由
で
周
囲
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
。

こ
れ
は
い
じ
め
も
同
様
で
、
学
校
に
お
け

る
い
じ
め
の
研
究
で
有
名
な
森
田
洋
司
氏

は
、
い
じ
め
は
被
害
者
と
加
害
者
の
二
者
関

係
だ
け
で
起
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
観※

１

衆
と

傍※
２

観
者
も
加
わ
っ
た
四
層
構
造
で
起
き
る
と

述
べ
て
い
る
。

こ
の
傍
観
者
の
割
合
が
増
え
る
ほ
ど
起
き

や
す
く
な
る
の
は
、
い
じ
め
に
も
モ
ラ
ハ
ラ

に
も
言
え
る
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。

世
代
間
の
違
い

ま
た
、
世
代
に
よ
っ
て
、
認
識
が
全
然
違

い
ま
す
。
今
の
30
代
以
下
の
方
は
モ
ラ
ハ
ラ

の
概
念
を
ご
存
知
で
す
の
で
、
割
と
自
覚
的

に
捉
え
、
理
解
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
昔
は

モ
ラ
ハ
ラ
と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
の
で
、

年
配
の
方
に
モ
ラ
ハ
ラ
の
問
題
点
を
説
明
し

て
も
、
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、「
こ
う
い

う
こ
と
を
言
う
と
相
手
が
傷
つ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
よ
。
権
利
意
識
が
強
い
人
か
ら
告
発

さ
れ
て
、
あ
な
た
自
身
が
損
を
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
よ
」
等
と
、
言
い
方
を
工
夫
す
る

必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

攻
撃
者
と
の
同
一
視

次
に
、
モ
ラ
ハ
ラ
被
害
者
が
、
あ
る
時
期

か
ら
一
転
し
て
加
害
者
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ア
ン
ナ
・
フ
ロ
イ
ト
は
「
攻
撃
者
と

の
同
一
視
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
自
分
が
受

け
た
攻
撃
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
も
っ
と

弱
い
人
に
対
し
て
す
る
の
で
す
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
の
は
虐
待
で
す
。

子
ど
も
の
頃
に
虐
待
を
受
け
て
辛
か
っ
た

の
で
、
自
分
が
親
に
な
っ
た
ら
絶
対
同
じ
よ

う
な
こ
と
を
す
ま
い
と
思
っ
て
い
た
人
が
、

子
ど
も
に
も
っ
と
激
し
い
虐
待
を
加
え
、
死

に
至
ら
し
め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
攻
撃
が
連
鎖
す
る
と
い
う
こ

と
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。
い
じ
め
も
そ

う
で
す
。
進
級
等
で
人
間
関
係
が
変
化
し
た

時
に
、
今
度
は
自
分
よ
り
も
っ
と
弱
い
者
を

い
じ
め
る
。
そ
れ
が
人
間
の
性さ

が

で
す
。

厄
介
な
こ
と
に
、
被
害
者
か
ら
加
害
者
に

な
っ
た
側
に
あ
る
種
の
自
己
正
当
化
が
起
き

や
す
い
の
で
す
。「
自
分
も
さ
れ
た
ん
だ
か

ら
、
同
じ
こ
と
を
し
て
も
い
い
よ
ね
」
と
。

そ
う
い
う
理
屈
で
罪
悪
感
を
覚
え
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
人
は
多
い
で
す
。

連
鎖
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
の
は
、
自

分
が
被
害
を
受
け
た
時
に
声
を
上
げ
て
告
発

す
る
こ
と
、
そ
し
て
周
囲
の
人
に
話
を
聞
い

て
も
ら
い
自
分
の
辛
さ
を
訴
え
る
こ
と
で

す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
診
察
や
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
を
受
け
て
、
き
ち
ん
と
話
す
こ
と
で
克

服
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
で
き
て
い
な
い
と
、「
攻
撃
者
と
の
同
一

視
」
に
よ
っ
て
し
か
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
状

況
に
な
り
や
す
い
の
で
す
。

「
自
分
は
正
し
い
」
症
候
群

「
あ
な
た
の
た
め
よ
」と
い
う
言
葉
は
非
常

に
モ
ラ
ハ
ラ
的
な
言
葉
で
す
が
、
自
分
が
正

し
い
と
思
っ
て
い
る
人
ほ
ど
こ
う
い
う
言
葉

を
好
ん
で
使
う
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
信
仰
の
場
合
、「
自
分
の
信
仰
が

正
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
を
押

し
付
け
る
よ
う
な
傾
向
が
強
く
な
り
が
ち
で

す
。
し
か
も
、そ
れ
に
「
あ
な
た
の
た
め
よ
」

と
い
う
言
葉
が
つ
け
ば
、
こ
れ
は
モ
ラ
ハ
ラ

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
自
分
は
正
し
い
」
症
候
群
に
侵
さ
れ
て

い
る
と
、自
分
の
考
え
を
主
張
し
て
譲
ら
ず
、

他
人
の
意
見
に
耳
を
貸
し
ま
せ
ん
。
自
分
と

違
う
価
値
観
の
人
を
攻
撃
す
る
の
で
す
。
自

分
に
非
が
あ
る
と
は
絶
対
考
え
ま
せ
ん
。
何

で
も
他
人
や
周
囲
の
せ
い
に
す
る
他
責
的
傾

※1 いじめを前に、もっとやれもっとやれと囃し立て、いじめに火をつけるような人　※2 見て見ぬふりをする人たち。
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向
が
非
常
に
強
い
で
す
。
上
か
ら
目
線
で
他

人
に
ダ
メ
出
し
す
る
。
す
べ
て
そ
の
相
手
の

こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人

が
最
近
増
え
て
い
ま
す
。

そ
の
要
因
の
一
つ
は
、
経
済
的
な
不
安
が

強
く
な
り
、
そ
の
怒
り
の
矛
先
を
ど
こ
に
向

け
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。「
自

分
は
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
な
い
の
に
、
な

ぜ
こ
ん
な
に
給
料
が
減
る
の
？
」
と
、
怒
り

を
覚
え
て
も
、
そ
れ
を
コ
ロ
ナ
や
世
界
情
勢

に
向
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
怒
り
を

弱
者
に
向
け
て「
自
分
は
正
し
い
け
ど
、あ
な

た
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
屈
服
さ
せ
る
こ
と

で
、う
っ
ぷ
ん
を
晴
ら
す
し
か
な
い
の
で
す
。

二
つ
め
は
、
S
N
S
の
浸
透
で
す
。
S
 N 

S
を
利
用
す
れ
ば
、
自
分
自
身
は
表
に
立
た

な
く
て
も
、
相
手
を
簡
単
に
容
赦
な
く
攻
撃

で
き
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
様
子
が
可
視
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

先
ほ
ど
の
い
じ
め
や
虐
待
の
連
鎖
と
同
じ

で
、「
他
の
人
も
や
っ
て
る
ん
だ
か
ら
私
も

や
っ
て
も
い
い
よ
ね
」
と
い
う
心
理
が
生
ま

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
自
分
は
正
し
い
」
症
候
群
に
は
三
つ
の

タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

1  

利
得
型

自
分
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
と
思
え
ば
、

そ
れ
が
本
当
に
正
し
い
か
、
根
拠
が
あ
る
か

等
は
考
え
ず
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
正
義
を
主

張
す
る
。
被
害
者
の
説
明
を
聞
か
な
い
で
、

場
合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
攻
撃
す
る
。
利
得

が
絡
ん
で
い
る
の
で
、
か
な
り
執
着
す
る
こ

と
も
あ
る
。

2  

自
己
愛
型

と
に
か
く
「
自
分
の
ほ
う
が
相
手
よ
り
偉

い
、
上
だ
」
と
相
手
に
勝
ち
た
い
気
持
ち
が

強
く
、支
配
し
よ
う
と
す
る
。被
害
者
が
自
分

の
価
値
観
や
要
求
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
ま

で
主
張
を
押
し
付
け
る
。
自
己
愛
は
誰
に
で

も
あ
る
が
、強
す
ぎ
る
人
は
非
常
に
厄
介
。イ

ル
ゴ
イ
エ
ン
ヌ
は
「
モ
ラ
ハ
ラ
の
加
害
者
は

極
め
て
自
己
愛
的
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

3  

否
認
型

自
分
に
弱
み
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
認
め
た

く
な
い
の
で
他
責
的
に
な
る
。「
あ
な
た
が

悪
い
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
起
き
た
ん
で
し

ょ
？
」
と
、
と
に
か
く
悪
い
の
は
自
分
で
は

な
く
相
手
だ
と
強
調
す
る
。
こ
う
い
う
人
は

相
手
に
責
任
転
嫁
し
て
攻
撃
す
る
こ
と
で
自

分
を
守
ろ
う
と
す
る
。

被
害
者
に
な
り
や
す
い
人

モ
ラ
ハ
ラ
は
や
は
り
被
害
者
が
い
て
こ
そ

成
り
立
ち
ま
す
。
そ
う
い
う
人
を
絶
対
に
加

害
者
は
見
逃
し
ま
せ
ん
。タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ

や
す
い
人
の
４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
ま
す
。

１  

自
己
評
価
が
低
い
人

自
分
に
自
信
が
な
く
、
心
配
性
で
流
さ
れ

や
す
く
、
消
極
的
で
優
柔
不
断
な
人
。
他
人

か
ら
の
評
価
で
し
か
自
己
確
認
が
で
き
な
い

た
め
で
、「
い
い
人
」
と
思
わ
れ
た
い
と
い

う
欲
望
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も

相
手
の
要
求
を
受
け
入
れ
が
ち
。
当
然
、
相

手
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
も
反
撃
せ
ず
や
ら
れ
っ

ぱ
な
し
。
し
か
も
自
分
が
悪
い
か
ら
だ
と
思

い
や
す
い
。
イ
ル
ゴ
イ
エ
ン
ヌ
は
「
モ
ラ
ハ

ラ
の
被
害
者
に
な
り
や
す
い
の
は
、
罪
悪
感

を
持
ち
や
す
い
タ
イ
プ
の
人
」
と
し
て
い
る
。

２  

他
人
を
信
じ
や
す
い
人

加
害
者
が
非
常
に
自
分
勝
手
な
主
張
を

し
、
自
分
の
価
値
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
く
る
の
に
、
そ
の
言
葉
の
正
当
性

を
疑
わ
な
い
。
裏
読
み
せ
ず
、
鵜
呑
み
に
し

て
し
ま
う
。

３  

他
人
を
頼
り
が
ち
な
人

現
状
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
の
に
、
自
分

で
改
善
す
る
努
力
は
し
な
い
。
誰
か
が
救
い

出
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
人
。

４  

真
実
に
直
面
す
る
の
が
怖
い
人

自
分
に
と
っ
て
不
都
合
な
真
実
に
直
面
す

る
こ
と
へ
の
恐
怖
ば
か
り
が
強
く
て
、
ど
こ

ま
で
本
当
な
の
か
を
き
ち
ん
と
見
す
え
よ
う

と
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
人
は
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
一
番

大
切
な
の
は
、
相
手
を
よ
く
観
察
し
、
こ
の

人
は
な
ぜ
こ
う
い
う
言
動
を
す
る
の
か
、
常

に
分
析
す
る
癖
を
つ
け
る
こ
と
。
モ
ラ
ハ
ラ

加
害
者
は
「
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
言
っ
て

あ
げ
て
い
る
の
よ
」
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
言
葉
ほ
ど
要
注
意
で
す
。
少
し
意

地
悪
な
眼
差
し
で
よ
く
観
察
し
、
裏
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
疑
い
な
が
ら
見
極
め
ま
し

ょ
う
。

ま
た
、
で
き
る
だ
け
ス
ル
ー
す
る
こ
と
も

大
事
で
す
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
被
害

者
に
な
り
や
す
い
の
は
い
い
人
で
す
。
周
囲

か
ら
い
い
人
と
見
ら
れ
た
い
と
い
う
願
望
が

強
い
と
、
相
手
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る

の
で
、
モ
ラ
ハ
ラ
加
害
者
か
ら
す
れ
ば
絶
好

の
カ
モ
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
被
害
者

に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
相
手
の
要
求
に
す

べ
て
応
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
割
り
切
り

も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

加
害
者
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク

こ
こ
で
、自
分
自
身
が
「
自
分
は
正
し
い
」

症
候
群
、
つ
ま
り
モ
ラ
ハ
ラ
加
害
者
に
な
っ

て
い
な
い
か
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み
ま
し
ょ

う
。１ 

常
識
マ
ナ
ー
に
厳
し
い

２ 

す
ぐ
に
理
想
を
語
り
た
く
な
る

３ 

流
行
に
敏
感
で
い
た
い

４ 

自
分
の
好
み
を
人
に
勧
め
た
く
な
る



13 2023.FEB.Vol34

５ 

昔
か
ら
リ
ー
ダ
ー
役
を
任
さ
れ
が
ち

６ 
何
事
に
も
潔
癖
症
気
味

７ 
確
固
た
る
成
功
体
験
を
持
っ
て
い
る

８ 

人
の
学
歴
が
気
に
な
る

９ 

親
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
な
い

10 

◯
◯
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
が
口
癖

5
つ
以
上
あ
て
は
ま
る
方
は
、
自
分
を
振

り
返
っ
て
い
た
だ
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま

す
。

世
直
し
モ
ン
ス
タ
ー

世
の
中
の
非
常
識
を
目
に
す
る
と
、
つ
い

感
情
が
抑
え
ら
れ
ず
口
に
出
し
て
し
ま
う
人

を
、
私
は
「
世
直
し
モ
ン
ス
タ
ー
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
モ
ラ
ハ
ラ
加
害
者
に
な
り
や
す

い
人
は
、
同
時
に
「
世
直
し
モ
ン
ス
タ
ー
」

に
な
り
や
す
い
の
で
す
。
実
は
抑
圧
し
た
怒

り
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
に
、
自
覚

症
状
が
な
い
た
め
、
怒
り
を
発
散
で
き
ず
、

腹
に
た
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
自
分

は
世
直
し
を
し
て
い
る
ん
だ
と
自
己
正
当
化

し
て
、
誰
か
を
叱
り
、
否
定
す
る
こ
と
で
ガ

ス
抜
き
を
し
ま
す
。

で
は
、
相
手
を
注
意
し
た
い
時
に
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
、
世
直
し
モ
ン
ス
タ
ー
に
な

ら
な
い
た
め
の
怒
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
術
を

挙
げ
ま
す
。

❶ 

自
分
が
注
意
す
べ
き
状
況
か
、
注
意
す
べ

き
立
場
に
あ
る
か
、を
正
確
に
判
断
す
る
。

❷ 

相
手
の
間
違
い
や
失
敗
に
よ
っ
て
、
自
分

が
こ
う
む
っ
た
実
害
だ
け
を
シ
ン
プ
ル
に

冷
静
に
伝
え
る
。「
だ
か
ら
気
を
つ
け
て

ね
」
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。「
だ
か
ら

あ
な
た
は
ダ
メ
な
の
よ
」
等
と
相
手
を
否

定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
。

❸ 

情
報
を
持
つ
。
い
ろ
ん
な
情
報
を
集
め
、

一
般
的
な
ル
ー
ル
を
出
し
て
注
意
す
る
。

❹ 

怒
り
に
任
せ
な
い
。
丁
寧
な
言
葉
を
使
う

こ
と
も
大
事
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
相

手
と
距
離
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か

も
、そ
こ
で
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

お
わ
り
に

モ
ラ
ハ
ラ
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
。
し

か
も
日
本
社
会
で
は
、
被
害
者
も
加
害
者
も

自
覚
を
持
ち
に
く
く
、
被
害
者
が
声
を
上
げ

に
く
い
の
が
現
状
で
す
。し
か
し
、注
意
深
く

観
察
し
、
分
析
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
が

被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
ら
ず
に
す
み
ま

す
。
こ
れ
は
、
結
果
的
に
組
織
が
う
ま
く
機

能
す
る
た
め
の
重
要
な
条
件
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
一
番
厄
介
な
の
は
家
族
間
の
モ
ラ

ハ
ラ
で
す
。
家
庭
で
は
職
場
以
上
に
、
罪
悪

感
を
持
ち
や
す
い
人
間
が
被
害
者
に
な
り
や

す
い
か
ら
で
す
。
皆
さ
ん
も
気
を
付
け
て
く

だ
さ
い
。

質
疑
応
答

Ｑ　
周
囲
が
止
め
ら
れ
な
く
な
る
の
は
ど

う
し
て
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　
依
存
症
に
お
い
て
、「
イ
ネ
ー
ブ
ラ

ー
」（
可
能
に
す
る
人
・
支
え
手
）
と
い

う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
薬
物
依

存
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
に
陥
っ
た
人
の
周

囲
に
必
ず
存
在
す
る
、
酒
や
薬
物
を
買
う

お
金
を
与
え
た
り
、
依
存
症
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
不
祥
事
の
尻
拭
い
を
し
た
り
す
る

人
を
指
し
ま
す
。
い
じ
め
で
も
モ
ラ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
で
も
、
周
囲
に
、
無
自
覚
に

手
を
差
し
伸
べ
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
イ

ネ
ー
ブ
ラ
ー
が
必
ず
い
ま
す
。
加
害
者
に

対
し
て
、周
囲
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
せ
ず
、

一
人
で
で
き
な
け
れ
ば
何
人
か
で
歯
止
め

を
か
け
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

Ｑ　
S
N
S
等
で
近
年
、
考
え
方
が
違
う

相
手
へ
の
人
格
攻
撃
が
問
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
加
害
者
性
に
気
づ
く
た
め
に
で
き

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　
何
よ
り
も
必
要
な
の
は
、
正
義
を
振

り
か
ざ
す
と
、
ど
う
し
て
も
暴
走
し
て
し

ま
う
と
い
う
現
実
を
認
識
し
て
お
く
こ
と

で
す
。 

例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に

お
い
て
ロ
シ
ア
は
各
国
か
ら
非
難
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
側
に
も
正
義
が
な
い

わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
暴
走
し
た

だ
け
の
話
で
す
。

　
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
正

義
の
根
底
に
は
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
」（
フ

ラ
ン
ス
語
で
「
恨
み
」）
が
潜
ん
で
い
る

と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
恨
み
を
カ
ム
フ

ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
正
義
を
振
り
か
ざ

す
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と

い
え
ば
、
恨
み
と
い
う
の
は
非
常
に
陰
湿

な
感
情
な
の
で
、
自
分
の
中
に
そ
う
い
う

感
情
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
人
が

大
半
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正
義

と
い
う
美
し
い
も
の
で
覆
っ
て
し
ま
お
う

と
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　
世
直
し
も
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

相
手
が
間
違
っ
て
い
て
自
分
が
全
面
的
に

正
し
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
な
り
そ
う
な

時
は
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
と
自
分
自

身
を
振
り
返
る
眼
差
し
を
持
つ
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
ま
た
、
正
義
の
暴
走
は
、
宗
教
の
中
で

も
起
こ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
僧
侶
で
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
正
し
さ
を
持
ち
出
し

や
す
い
集
団
に
お
い
て
は
、
必
ず
ご
自
身

の
正
義
や
信
仰
を
振
り
返
る
眼
差
し
、
醒

め
た
自
制
心
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。



14

法事の後、境内で楽しそうに走り回っていた幼児が転んで泣き出しました。急いで駆け寄っ
てきたお母さんが一言「泣かないの！男の子でしょ！我慢しなさい！」すりむいて痛いのに
男も女もないだろうと思いつつ、子どもの頃に同じ言葉を言われたことを思い出しました。

男子たるもの強くあるべし。女子たるものおしとやかであるべし。過ごしてきた時代の業
なのか、育った環境なのかはわかりませんが、私の中にも確かに同じ固定観念があるように
思います。娘がお人形遊びや料理ごっこをしていると微笑ましく思い、息子が戦隊ものや野
球に興味を示すとどこかで安心しました。

しかし、もしこれが反対だったらどうだったでしょう。娘が戦隊ごっこ、息子がお人形遊
びを始めたら、もっと女の子らしく、もっと男の子らしくと、自分の固定観念を押し付けて
いたに違いありません。自分の持つ固定観念に合えば安心し、合わなければ不安になるのです。

二十代半ば、病弱だった父に代わり法務を勤め始めた頃、この固定観念が私を苦しめました。
僧侶は読経と法話が上手であるべし。けれども、緊張で声が震える、口下手で流暢に話せない。
法務を勤める度に、理想の自分と現実の自分が引き裂かれていくようで辛かったです。

その頃、お世話になった先生に相談する機会がありました。先生は私の悩みを丁寧に聞い
て下さった後、こう言われました。
「人目を気にしないで素っ裸に空っぽになりなさい。裸にならなければ自分の姿はわからな

いし、空っぽにならなければ、本当に大事なものが何
な に

も入りません。教えに自分を問うこと
さえ忘れなければ、必ず僧侶としてやっていけます」

今でも私を支えて下さる大切な言葉です。
もう一つ忘れられない出来事があります。目の不自由な先輩との会話の中、先輩が一言「海

に潜ってダイビングをやってみたいんだよね」と。
その言葉を聞いて私は正直戸惑いました。ダイビングの楽しみは、綺麗な海と魚を見るこ

とであり、目の不自由な先輩はその楽しみがわからないと決めつけていたからです。
「海の中の水流の流れ、手の平で魚が餌を食べる感覚、俺も感じてみたいんだよ」
先輩が発したこの言葉は、私がいかに狭い固定観念の枠に相手を当てはめていたのか、と

いう危うさとともに、もっと広く深い世界があることを教えてくれるものでした。
法語カレンダーにあった「すべての人間を、すべての型に入れてしまおうと思ったら、と

んだ間違いである」（暁烏敏師）のお言葉が、ありがたく身に響くこの頃です。

東京教区 東京３組 專西寺　青
あ お

樹
き

潤
じゅん

哉
や

つぶ やき

固定観念の危うさ



15 2023.FEB.Vol34

2021年から大谷専修学院（以下、学院）で性差別事象が問題とされ、性差別の継続学習の場
が持たれています。発端はそのさらに4年前の女性学院生による性差別文言の指摘でした。

そもそも性差別問題は、気付くことも、声を上げることも難しいです。その上で、その声が
問題にならないという難しさがあります。

私自身は学院を卒業して、宗派内の研修や教務所の嘱託をする中で、何度かは問題を言葉に
してきました。それはやはり宗門への信頼や期待があったからです。でも、周囲から理解や共
感は得られず、「あなたはそう思うんですね」と、次第に身構えられ、距離を置かれるようにな
りました。私の方も諦めて場を離れるか、求められる役割をこなすだけになっていきました。

そんな中で、2019年に大聖寺教区で北陸連区差別問題研修会・女性室公開講座を開催するこ
とになった時、女性室や場の力を借りれば、性差別は問題になるのではと期待しました。

性差別問題というと、女性の問題か男性の問題と考えられがちです。以前参加した「五障三
従について」の学習会でも、講義後の質疑で男性参加者から「罪深い女性の問題なら、私らに
は関係ない」という発言がありました。逆に男性から、性差別問題は男性が加害者・女性が被
害者という構図で「男性であること自体が責められているようでつらい」という声も聞きます。

そこで、なんとか男女で共有して問題にしたいとの思いから、研修会のテーマは特定の個人
の糾弾につながらないものにしよう、当日参加できなかった方たちのためにも講義録を作ろう
など、研修会の持ち方を一つ一つ決めて開催しました。

開催後、一年程は講義録※1の作成をし、そこからは月に一度、性差別の継続学習の場を持って
います。その中でやはり、問題がずれているような難しさを感じています。

そういう問題にならなさにモヤモヤしていた時に、学院のできごとが起こりました。無数の
聞き流されてきた声の中で、ある女性学院生の上げた声が4年越しで問題とされ、卒業生である
青草びとや外部講師を招き学びの場が持たれています。その経緯と経過は資料集※2にまとめられ、
宗派外の方にも周知しようとしています。

今回、性差別についての原稿依頼が来た時、私は受けるかどうか、受けてからも何なら書い
て大丈夫かと一々躓

つまず

きました。具体的な事例は浮かんできますが、個人が特定されることもあ
り書けません。「言いたいことをそのままに」と、声を上げてきた先輩方が背中を押してくれる
のに、自分が出せません。正直こんなにも書けない自分に驚いています。

性差別が問題になるとはどういうことなのか ? 性差別を支える制度（仕組み）を変えるには
どうすればいいのか ? この声の上げられなさは、どうしたら変わるのでしょ
うか ?

ゆ ら ぎ

性差別が問題になるとは？

大聖寺教区第１組本善寺　飯
い い

貝
が い

温
あ つ

子
こ

※1 菱木政晴氏講義録　『浄土を願う〜御文・御消息から問われる私〜』（2020年8月発行）/ 問い合わせ先 : 大聖寺教務所
※2  資料集　『性差別を考える青草びと学習資料集Ⅰ』（2022年7月発行）　 

『性差別を考える青草びと学習資料集Ⅱ』（2022年11月発行）/ 問い合わせ先 : 大谷専修学院






