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藪
本　

お
寺
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
て
、

女
性
の
人
権
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

　

源　

私
は
島
根
県
の
山
奥
の
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
の
小
さ
な
寺
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
母
と
父
が
結
婚
し
て
最
初
に
生

ま
れ
た
子
ど
も
で
し
た
の
で
、
母
が
ど

れ
だ
け
落
胆
し
て
し
ん
ど
い
思
い
を
し

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
望
ま
れ
た
の
は

寺
の
跡
継
ぎ
と
な
る
男
の
子
で
す
か

ら
。
次
に
弟
が
産
ま
れ
ま
し
た
が
、
弟

は
生
ま
れ
た
時
か
ら
人
生
が
決
め
ら
れ

て
い
て
自
由
が
な
い
生
き
方
が
求
め
ら

れ
た
の
で
か
わ
い
そ
う
で
し
た
。
家
制

度
が
戦
後
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
仏
教
や
政
治
や
家
元
な
ど
の
世
界

は
世
襲
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
寺
の
娘

と
い
う
こ
と
で
、
道
徳
的
に
は
い
い
子

で
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
小
学
校
の

通
信
簿
に
「
右
を
向
け
ば
い
つ
ま
で
も

右
を
向
い
て
い
る
」
と
書
か
れ
る
ほ
ど

融
通
が
利
か
ず
、「
世
間
」
の
常
識
で

生
き
て
き
た
の
で
す
。
教
員
に
な
る
つ

も
り
で
大
学
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
き
ち

ん
と
勉
強
し
て
こ
な
か
っ
た
仏
教
や
親し

ん

鸞ら
ん

＊1 

に
つ
い
て
初
め
て
向
き
合
い
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
大
学
院
で

も
う
少
し
親
鸞
の
勉
強
を
し
た
い
と
思

っ
た
の
で
す
が
、
父
親
が
反
対
し
ま
し

た
。
お
金
が
な
い
か
ら
行
く
な
と
言
わ

れ
れ
ば
す
っ
き
り
し
た
と
思
い
ま
す
が
、

私
が
女
だ
か
ら
反
対
だ
っ
た
の
で
す
。

源　淳子 さん
　長年にわたり、日本における宗教と女性史について研究を重ねる。日本の性差別の構造を紐解き、現在のジェンダーギャップ指
数の低さとの関連性をはじめ、2003年から女人禁制の「大峰山」の開放運動を続けている。

　約2500年前にインドで誕生した仏教。その後、中国・朝
鮮半島を経由し、６世紀中頃（古墳時代）に日本に伝来し
ました。それから1400年以上経った現在、私たちの生活に
様々な影響をもたらしている仏教をどう捉えるのか。長年に
わたりフェミニズムの観点から日本の宗教について研究する
源淳子さんにお話を伺いました。

（�インタビュアー：藪本�雅子（やぶもと�まさこ）：日本テレビアナウンサー、
同報道局記者を経て現在フリーで活動）
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性
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別
の
構
造

日
本
に
お
け
る
宗
教
に
よ
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源　

は
い
。
誰
も
教
え
て
く
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
す
が
、
経
典
の
中
に
女
性

差
別
の
文
言
が
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
ま

し
た
。
大
き
く
二
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
「
女に

ょ

人に
ん

五ご

障し
ょ
う

」
で
、
女
性

に
は
五
つ
の
障さ

わ

り
が
あ
り
、
帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

、

梵ぼ
ん

天て
ん

王の
う

、
魔
王
、
転て

ん

輪り
ん

聖じ
ょ
う

王お
う

に
な
れ

な
い
。
最
後
五
つ
目
は
仏
に
な
れ
な
い

と
出
て
き
ま
す
。
経
典
を
一
人
で
読
ん

で
い
て
、
こ
の
言
葉
を
見
つ
け
た
時
は

も
の
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　

藪
本　

仏
教
で
は
人
が
死
ぬ
と
成
仏

す
る
と
説
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
は
衝
撃
で
す
。

　

源　

も
う
一
つ
が
「
変へ

ん

成じ
ょ
う

男な
ん

子し

」。

女
性
は
一
度
男
に
変
わ
っ
て
成
仏
す
る

と
い
う
意
味
で
す
。
な
ん
で
女
が
男
に

な
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
と
ま
た
ま

た
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　

藪
本　

な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
に
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。

　

源　

釈し
ゃ

迦か

が
亡
く
な
っ
て
、
５
０

０
年
ぐ
ら
い
経
ち
、
初
期
の
仏
教
経
典

が
で
き
て
、
そ
の
後
に
大
乗
仏
教
の
法

華
経
や
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

、
般
若
経
な
ど
の

経
典
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
無

量
寿
経
は
浄
土
真
宗
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
る
経
典
で
す
が
、
そ
の
中
に
も
変
成

男
子
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

藪
本　

そ
れ
は
明
ら
か
に
差
別
的
な

考
え
方
だ
と
感
じ
ま
す
。
仏
教
は
人
間

の
平
等
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の

て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
と
感
じ
ま
す
。

改
め
て
ど
う
い
う
考
え
方
な
の
で
し
ょ

う
。

　

源　

日
本
で
は
女
性
解
放
運
動
と
訳

さ
れ
ま
す
。
男
女
平
等
を
目
指
す
運
動

で
す
。
性
別
役
割
分
担
や
、
歴
史
的
に

浄じ
ょ
う

穢え

、
優
劣
を
つ
け
た
男
性
中
心
社

会
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

の
解
放
で
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
男
女

を
問
わ
ず
「
四
つ
の
自
立
」
を
掲
げ
て

い
ま
し
た
。「
経
済
的
自
立
」「
生
活
的

自
立
」「
精
神
的
自
立
」「
性
的
自
立
」

を
い
い
、「
個
」
の
確
立
を
目
指
す
こ

と
を
い
い
ま
す
。
精
神
的
な
自
立
と

は
、
こ
の
社
会
の
中
に
差
別
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
、
な
く
そ
う
と
思
っ
て
動

く
こ
と
で
す
。
性
的
自
立
は
性
的
自
己

決
定
権
を
自
分
が
持
つ
と
い
う
こ
と
で

す
。
性
被
害
は
夫
婦
間
に
も
あ
り
ま
す

が
、
女
性
は
声
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

対
等
に
男
女
が
性
の
関
係
を
持
つ
と
い

う
こ
と
で
す
。
専
業
主
婦
だ
っ
た
私
は
、

当
時
生
活
的
自
立
し
か
果
た
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
目
覚

め
て
か
ら
、
当
時
の
夫
と
の
関
係
が
う

ま
く
い
か
な
い
と
気
づ
き
、
離
婚
と
い

う
選
択
を
し
ま
し
た
。

●
経
典
の
中
の
女
性
差
別

　

藪
本　

そ
の
後
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視

点
を
持
ち
な
が
ら
、
仏
教
の
勉
強
を
続

け
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

女
が
学
歴
を
つ
け
た
ら
結
婚
で
き
る
相

手
が
い
な
く
な
る
、
と
。
無
性
に
腹
が

立
ち
ま
し
た
。
そ
の
時
は
分
か
ら
な
か

っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
女
性
差
別
で
す
。

そ
ば
で
聞
い
て
い
た
母
は
た
だ
黙
っ
て

い
て
、
そ
う
い
う
親
の
夫
婦
関
係
に
も

疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
四
つ
の
自
立

　

源　

親
の
反
対
を
押
し
切
り
大
学
院

で
真
宗
学
を
学
ん
だ
後
は
、
小
学
校
の

教
員
に
な
り
ま
し
た
。
結
婚
も
し
ま
し

た
が
、
相
手
は
そ
の
時
大
学
院
生
だ
っ

た
の
で
、
私
が
養
い
ま
し
た
。
彼
が
大

学
の
専
任
教
員
に
な
っ
た
の
を
機
に
私

は
専
業
主
婦
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

自
分
で
選
ん
だ
こ
と
で
し
た
が
、
数
年

経
っ
て
、
あ
あ
、
こ
ん
な
人
生
が
ず
っ

と
続
く
の
か
と
思
っ
た
ら
た
ま
ら
な
い

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

藪
本　

分
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

源　

夫
婦
関
係
に
悩
み
な
が
ら
も
勉

強
だ
け
は
続
け
て
い
て
、
博
士
課
程
に

い
た
頃
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
出
会
い
ま

し
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
学
ぶ
こ

と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
自
分
の
人
生
が
面

白
く
な
い
と
感
じ
る
の
か
、
性
別
役
割

分
担
の
問
題
が
分
か
っ
て
き
て
、
私
に

と
っ
て
一
番
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
思
想

は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

藪
本　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、

一
部
の
過
激
な
女
性
の
活
動
と
誤
解
し

＊１）親鸞（1173～1262年）浄土真宗の宗祖
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●
穢け
が

れ
と
女
性

　

藪
本　

日
本
の
穢
れ
意
識
も
、
あ
ら

ゆ
る
日
本
の
差
別
に
関
わ
っ
て
き
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

源　

穢
れ
は
死
と
月
経
と
出
産
を
指

し
ま
し
た
。
月
経
と
出
産
を
合
わ
せ
て
、

血
の
穢
れ
で
す
。
怪
我
を
し
て
流
す
血

と
は
違
い
、
女
に
し
か
出
な
い
血
を
穢

れ
と
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
形
が
違
う

も
の
を
異
形
と
し
て
穢
れ
多
い
も
の
と

し
て
排
除
し
て
き
ま
し
た
。
ハ
ン
セ
ン

病
も
被
差
別
部
落
も
障
が
い
者
も
、
そ

れ
か
ら
女
性
も
神
聖
な
場
か
ら
排
除
の

対
象
に
な
り
ま
し
た
。

　

藪
本　

科
学
が
発
達
し
て
い
な
い
時

代
に
あ
っ
て
は
、
血
は
人
々
の
恐
怖
や

不
安
を
喚
起
し
ま
す
か
ら
穢
れ
と
し
て

遠
ざ
け
よ
う
と
い
う
の
も
分
か
ら
な
く

は
な
い
で
す
が
、
人
間
を
穢
れ
と
す
る
、

し
か
も
人
類
の
半
分
は
女
性
で
す
。
今

の
価
値
観
か
ら
は
受
け
入
れ
難
い
で
す
。

　

源　

神
道
で
は
穢
れ
に
は
期
限
が
あ

り
ま
す
。
月
経
は
７
日
、
出
産
は
30
日

と
い
う
ふ
う
に
。
そ
れ
が
過
ぎ
た
ら
大

丈
夫
に
な
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本

の
仏
教
は
、
女
性
は
い
つ
も
穢
れ
て
い

る
と
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
比
叡
山
、
高

野
山
な
ど
女
人
結
界
に
女
性
は
立
ち
入

る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

か
つ
て
奈
良
の
興
福
寺
や
京
都
の
醍
醐

寺
も
そ
う
で
し
た
。
現
在
は
「
大
峰

ら
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
、

部
落
差
別
も
本
当
に
謝
っ
た
わ
け
じ
ゃ

な
い
の
で
す
。
部
落
差
別
は
、「
是ぜ

旃せ
ん

陀だ

羅ら

」
と
い
う
言
葉
で
経
典
の
中
に
出

て
き
ま
す
。
旃
陀
羅
は
古
代
イ
ン
ド
の

被
差
別
民
を
指
し
、
そ
れ
を
仏
教
者
は

日
本
の
被
差
別
部
落
民
に
喩た

と

え
て
説
明

し
て
き
ま
し
た
。
部
落
解
放
同
盟
か
ら

差
別
を
助
長
す
る
と
指
摘
さ
れ
続
け
、

昨
（
２
０
２
１
）
年
、
真
宗
大
谷
派
は

改
善
を
誓
う
決
議
を
出
し
ま
し
た
が
、

経
典
を
ど
う
す
る
か
ま
で
は
至
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
１
０
０
年
前
か
ら
「
検

討
す
る
」
の
ま
ま
で
す
。

　

藪
本　

間
違
い
だ
っ
た
と
気
づ
い
て

い
る
の
で
す
よ
ね
。

　

源　

そ
れ
は
仏
教
者
が
親
鸞
、
経
典

を
絶
対
化
し
て
き
た
証
で
す
。
人
間
が

つ
く
っ
た
も
の
が
絶
対
で
あ
る
は
ず
が

な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
か
ら
、
親
鸞

の
批
判
も
し
ま
す
。
国
も
時
代
背
景
も

違
う
か
ら
親
鸞
の
教
え
に
も
限
界
が
あ

る
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

親
鸞
の
評
価
が
下
が
る
こ
と
は
な
い
。

　

藪
本　

宗
教
者
は
日
本
人
の
思
想
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
が
差
別
を
生
み
出
し
た
背
景

に
あ
る
の
な
ら
真
摯
に
向
き
合
っ
て
も

い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

源　

仏
教
界
が
変
わ
れ
ば
日
本
は
変

わ
る
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
の
信
徒
さ

ん
は
日
本
で
一
番
多
い
で
す
か
ら
ね
。

で
す
か
。

　

源　

平
等
を
説
い
て
い
る
の
で
す

が
、
一
方
で
仏
教
は
女
性
を
差
別
し
て

き
た
の
で
す
。
博
士
課
程
が
終
わ
っ
た

頃
、「
仏
教
の
女
性
観
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
、
私
は
先
程
の
二
つ
の
言
葉
を

出
し
て
学
会
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
す
る
と
、
質
疑
応
答
で
重
鎮
と

い
わ
れ
る
先
生
が
挙
手
さ
れ
て
、「
源

さ
ん
、
仏
教
を
一
か
ら
勉
強
し
て
く
だ

さ
い
。
仏
教
は
そ
ん
な
こ
と
を
説
い
て

い
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
で
も
、

書
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら
。
そ
の
場
で

は
頭
が
真
っ
白
に
な
っ
て
何
も
言
え
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も

調
べ
て
い
く
と
、
そ
れ
に
類
す
る
差
別

文
言
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

藪
本　

２
０
１
９
年
に
、
源
さ
ん
は

真
宗
大
谷
派
が
開
催
し
た
「
経
典
の
中

の
差
別
展
示
」
の
監
修
を
さ
れ
ま
し
た
。

経
典
の
女
性
差
別
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル

も
用
意
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
直
前
に

宗
務
総
長
か
ら
時
期
尚
早
と
し
て
取
り

外
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。
ハ
ン
セ
ン
病

や
被
差
別
部
落
の
差
別
に
つ
い
て
は
経

典
の
中
の
差
別
を
認
め
て
い
る
の
に
、

同
じ
文
脈
に
あ
る
女
性
差
別
は
な
ぜ
い

ま
だ
に
認
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で

し
ょ
う
。

　

源　

長
年
研
究
を
続
け
て
き
て
思
う

の
で
す
が
、
他
の
問
題
は
遠
い
問
題
で
、

自
分
の
足
元
は
問
わ
な
く
て
も
よ
い
か
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き
て
い
る
け
れ
ど
、
遺
骨
と
し
て
は
生

き
て
い
な
い
で
す
。
遺
骨
は
家
制
度
的

な
も
の
や
教
団
を
支
え
て
い
ま
す
。
遺

骨
に
縛
ら
れ
る
の
は
、
国
家
や
仏
教
者

が
遺
骨
の
大
事
さ
を
説
い
て
き
た
か
ら

で
す
が
、
も
う
一
度
遺
骨
と
は
何
ぞ
や

と
い
う
問
題
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
遺
骨

の
何
を
大
事
に
し
て
き
た
の
か
を
問
う

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

藪
本　

遺
骨
を
拾
わ
な
い
決
断
は
な

か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
宗
教
の
教
え
や
儀
式
の
意
味
に
つ

い
て
、
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
た
方
が
い
い

で
す
ね
。
誰
か
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
宗

教
な
ら
私
は
い
ら
な
い
。

　

源　

最
初
に
申
し
上
げ
た
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
目
指
し
た
「
四
つ
の
自
立
」

に
、
私
の
造
語
で
す
が
、「
宗
教
的
自

立
」
を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
貧
し

さ
や
病
気
、
孤
独
な
状
況
の
人
に
宗
教

は
す
っ
と
近
づ
い
て
き
ま
す
。
カ
ル
ト

的
な
宗
教
に
入
信
し
て
し
ま
う
と
、
全

財
産
を
注
ぎ
込
ん
だ
り
し
て
し
ま
い
ま

す
。
や
は
り
宗
教
を
見
極
め
る
力
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
個
」
を

確
立
さ
せ
て
い
く
と
考
え
ま
す
。

を
何
の
疑
問
も
持
た
ず
に
受
け
入
れ
て

き
た
の
で
す
。

　

藪
本　

伝
統
だ
と
思
っ
て
い
て
、
あ

ま
り
深
い
意
味
は
考
え
て
こ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
思
考
停
止
な

態
度
が
、
こ
こ
ま
で
差
別
を
長
引
か
せ

て
い
る
理
由
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

源　

日
本
人
は
宗
教
に
拒
否
感
が
あ

り
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
刷
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
近
代
に
な
っ
て
信
教
の

自
由
が
一
応
保
障
さ
れ
て
個
々
人
が
選

ぶ
時
代
と
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
家
制

度
が
で
き
た
上
に
、
近
世
か
ら
続
い
た

檀
家
制
度
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
現
代
も
な
お
家
制
度
が
な
く

な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
墓
、
遺

骨
が
日
本
人
を
縛
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

藪
本　

遺
骨
は
遺
族
に
と
っ
て
大
事

な
も
の
で
す
よ
ね
。

　

源　

私
は
長
年
一
緒
に
暮
ら
し
た
つ

れ
あ
い
の
遺
骨
を
拾
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
も
、
親
鸞
を
勉
強
し
た
人
で
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
を
理
解
で
き
る
人
で
し
た
。

親
鸞
は
自
分
が
死
ん
だ
ら
遺
体
を
加
茂

川
に
流
し
て
魚
の
餌
に
し
て
く
れ
と
言

っ
た
の
で
す
。
遺
体
を
焼
く
か
焼
か
な

い
か
の
違
い
で
、
遺
体
と
遺
骨
は
同
じ

意
味
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
の
死
の

考
え
方
が
よ
く
分
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

す
。
私
た
ち
は
、
ど
ち
ら
が
先
に
死
ん

で
も
お
互
い
に
遺
骨
は
拾
わ
な
い
と
決

め
ま
し
た
。
彼
は
ず
っ
と
私
の
中
で
生

山
」（
奈
良
県
）が
ま
だ
女
人
禁
制
で
す
。

　

藪
本　

穢
れ
は
神
社
の
清
め
祓
い
と

の
結
び
つ
き
が
強
い
と
思
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
実
は
、
仏
教
も
大
い
に
穢
れ
を

取
り
入
れ
て
き
た
の
で
す
ね
。

　

源　

む
し
ろ
仏
教
の
方
が
穢
れ
を
無

期
限
に
し
た
の
で
す
か
ら
、
き
つ
い
で

す
。
比
叡
山
の
最さ

い

澄ち
ょ
う

＊2 

は
、
穢
れ
だ
け

で
な
く
五ご

障し
ょ
う

三さ
ん

従し
ょ
う

の
考
え
方
も
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。
女
は
三
従
の
身
、
父

と
夫
と
息
子
に
従
え
と
い
う
教
え
で
す
。

　

藪
本　

そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て

き
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
今
思
え

ば
、
女
に
従
属
を
強
い
て
い
る
。
違
和

感
し
か
な
い
。

　

源　

女
を
こ
こ
ま
で
排
除
し
た
理
由

に
、
女
を
罪
深
い
と
し
た
こ
と
や
穢
れ

が
と
て
も
大
き
い
で
す
。
近
世
の
檀
家

制
度
の
中
で
、
個
人
が
信
仰
を
選
べ
な

い
家
の
宗
教
と
な
り
、
仏
教
者
が
一
般

の
人
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

歪
め
ら
れ
た
女
性
観
が
刷
り
込
ま
れ
た

の
で
す
。
日
本
人
は
宗
教
的
な
イ
ベ
ン

ト
に
は
当
た
り
前
に
参
加
し
ま
す
。
七

五
三
、
厄
払
い
な
ど
は
神
道
で
、
ク
リ

ス
マ
ス
は
祝
う
し
、
人
が
死
ん
だ
ら
仏

教
で
。
お
宮
参
り
の
際
、
産
ん
だ
お
母

さ
ん
は
我
が
子
を
抱
け
ず
本
殿
に
入
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。
死
者
は
穢

れ
て
い
る
の
で
葬
儀
で
「
清
め
塩
」
を

も
ら
う
。
大
安
、
仏
滅
な
ど
の
六
曜
の

迷
信
を
あ
り
が
た
が
る
。
そ
ん
な
も
の

�後記　宗教は幸せに生きるためにあると信じています。今の人権感覚に合わない考え方があれば訂正していいと思
う。人々から尊敬される宗教であってほしいと心から思っています。
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