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仏

教
と

女
性
を

め

ぐ
る

現
代
的
課
題

　
　
　

女
性
仏
教

徒
た
ち
の

語
り
か
ら

ー
丹

　
羽

　
宣

　
子

　

本
発

表
は

、

女
性
仏
教
徒
た

ち
の

書
き
記
し

た
ド
キ
ュ

メ

ン

ト

や
報
告

書
な
ど

を
手
が
か

り
に

、

教
義
上
の

問
題
と
し

て

だ
け
で

は

回
収
し

得
な

い

現
実
の

把

握
を

試
み

る

も
の

で

あ
る

。

　

男
性
僧
侶
の

配

偶
者
（
「

寺
族
」

）

た
ち
は、

教
団
内
で

の

曖
味
な
位
置

づ

け
や
居
心
地
の

悪
さ

、

境
遇
へ

の

不
安
な
ど
を

多
数
記
し
て

い

る
。

出

家
主
義
を
掲
げ
る
教
団
で

は
、

教
義
L

僧
侶
の

結
婚
や
配
偶

者
・

家
族
の

存
在
を

認
め

る

こ

と

が
で

き
な
い

た
め

で

あ
る

。

一

方、

在
家
仏
教
の

立

場
を
と
る

真
宗
教
団
で

は
婚
姻

関
係
を
前
提
と
し
た

坊
守
規

定
が
定
め
ら

れ

て

い

る

が、

こ

の

こ

と

に

よ

っ

て

性
に
よ

る
役
割
の

固
定
化
が
な
さ
れ

て

い

る

と

指
摘
さ
れ

て

い

る
。

女
性
僧
侶
も、

そ
の

境
遇
に

は

厳
し
い

も

の

が
あ
る

。

例
え
ば

『

日

蓮
宗
全

女
性
教
師
ア

ン

ケ
ー

ト

報
告
書
』

（

二

〇
〇

四
）

に

よ
れ

ば
、

女
性
教
師
は

信
行
道
場
を
出
て

も
活
躍
す
る

場
も

少
な

く
、

住
職

職
に

就
く
者
は

わ

ず
か

三

二

％

で

あ
る

と
い

う
。

　

寺
院
内
で

の

性
別
役
割
分
業
体
制
は

根
強
い

。

寺
族
た
ち
は

裏
方
的
・

補

佐
的
な

雑
務
を

負
わ

さ
れ

る

ば

か

り
で

肝
心
の

仏
教
の

知
識
を

得
る

こ

と
を
期

待
さ
れ

ず
、

む
し
ろ

そ

こ

に

踏
み

込
ま
な
い

こ

と
が
美

徳
だ
と
さ

れ
る

風
潮
が
あ
る

と
い

い
、

仏

教
を
学
ぶ

こ

と
の

な
い
・

で

き
な
い

不
満

も
散
見
さ
れ
る

。

ま
た
、

「

跡
継
ぎ
た
る

男
子
」

の

出

産
を

周
囲
か

ら
期

待
さ
れ

る

こ

と

へ

の

苦
し
さ
や

悔
し
さ、

母

性
を
過
信
し
寄
り
か
か
っ

て

く
る

重
圧
な
ど
、

大
き
な
プ
レ

ッ

シ

ャ

ー

が

課
せ

ら

れ
て

い

る
こ

と

も
み

て

と
れ

る
。

　

女
性
た

ち
の

つ

な
が

り
の

希
薄
さ

も

大
き
な
問
題
で

あ
ろ

う
。

身
近
に

相
談
相
手
の

い

な

い

心
細
さ
、

地
域
や

寺
関
係
の

し

が
ら
み

の

巾
で

は

言

え
な
い

悩
み

、

既
存
の

寺
族
会
や

婦
人

部
だ
け
で

は

対
応
し
き
れ
な
い

心

の

ケ
ア

な
ど

、

様
々

な
指

摘
が

な
さ
れ
て

い

る
。

ま
た

、

所
属
や

属

性
、

立

場
な
ど

に

よ
る

女
性
間
の

溝
も
あ
る
と
い

う
。

　

以
上
が
、

女
性
仏
教
徒
た
ち
か
ら
み
た
現
代
日
本
仏
教
の

抱
え
る
問
題

の

概
略
で

あ
る

。

こ

こ

で

確
認
し
た
い

こ

と

は
、

教
義
や
制
度
に

内
包
さ

れ
て

い

る

諸
問
題
が
ど
の

よ

う
に

女
性
た
ち
の

境
遇
に

影
響
を

ワ
え
て

い

る

か

で

あ
る

。

例
え
ば

、

三

従
説
は

く

主
11

男
性
V

／
〈

従
11

女
性〉

イ
メ

ー

ジ
を

生
み

出
し
、

男

性
に

教

化
さ
れ

る

対
象
と

し
て

の

女

性
像
を

導

く
。

だ

か

ら
こ

そ、

徹
底
し
た

性
別
役
割
分
業
は

正

当
化
さ
れ
、

男
性
僧

侶
の

補
佐
的
役
割
の

み
を

担
わ

さ

れ
る

よ

う
に

も
な

る

の

だ

ろ

う
。

女
性

僧
侶
を
め

ぐ
っ

て

も、

比

丘

尼
が

比
丘

に

対
し

て

守
る

べ

き
法
を
定
め
た

八

敬
法
は
、

女
性
僧
侶
が

ド
位
の

存
在
で

あ
る

か

の

よ

う
な

イ
メ

ー

ジ

を

導
き
、

そ

の

こ

と
が

種
々

の

不
利
益
を
生
み

出

す
土

壌
と
な
っ

て

い

る

こ

と
は

疑
い

よ

う
も
な

い
。

し
か

し

近
年
で

は
、

五

障
三

従
説
や

八

敬
法
は

釈
迦
に

よ
っ

て

示
さ

れ

た
も
の

で

は

な

く
、

後
世
に

付
加
さ

れ
た

も
の

と

す
る

指
摘
が
教

義
学
の

立

場
か

ら
な
さ
れ
て

い

る
。

典
拠
の

疑
わ

し

い

性

差
別
的
な
教

義
や
思

想
を
否

定
す
る

こ

と
は

、

女
性
仏
教

徒
た

ち
を

勇
気

づ

け
る
も
の

と

な

り
、

両
性

平
等
な
仏
教
を
自
ら
の

仏
教

観
と
し

て

描
く

力
強
い

根
拠
と

な

り
得
る

。

そ
し
て

実

際
に、

女
性
た
ち
は
仏

教
の

理
想

と
現
実
と

の

落
差
を

問
題
と

し
て

指
摘
し

、

そ
の

是
正
の

方
向
性
を

打
ち

立
て

る

試
み
を

行
っ

て

い

る

の

で

あ
る

（
例
え
ば

、

「

女
性
と

仏
教

　
東

海
・

関
東
ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
」

の

実
践
な
ど
）

。
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最
後
に、

仏
教
と

フ
ェ

ミ

ニ

ズ
ム

の

豊
か
な
結
び

つ

き
に
つ

い

て

の
一

端
を
示
し
た
い

。

あ
る

女

性
仏
教
徒
は
、

仏

教
が
フ

ェ

ミ
ニ

ズ
ム

に

貢
献

し

得
る

可
能
性
に

つ

い

て

語
っ

て

く
だ

さ
っ

た
。

そ

れ
は、

女
性
と

し
て

ど
の

よ

う
な
苦
し

み

を
抱
え
て

い

る
か
（
苦
諦
）

、

そ
の

原
因
は

何
か
（
集

諦
）

、

そ
の

問
題
が
解
決
さ
れ
た

状
態
は

ど

の

よ

う
な
も
の

か

（

滅
諦）
、

解
決
の

方
法
は

何
か
（
道

諦）
、

と
い

う
「

四

諦
」

に
基
づ

く
思
考
法
で

あ
る

。

い

う
な

れ

ば
、

女
性
と
仏
教
を
め

ぐ
る

現
代
的

課
題
の

見
取

り
図

を

描
く
こ

と

を
試
み

た

本
発
表
は

、

「

苫
」

と

「

集
」

の

作
業
で

あ
る

。

ま
た
、

性
差
別
的
言
説
の

典
拠
を

否
定
し
た

う
え
で

示
さ
れ

る

ジ
ェ

ン

ダ

！

平

等
な

仏
教
観
や

そ

れ
が
実
現

し
た

未
来
は

「

滅
」

、

そ
し
て

女

性
仏

教
徒
た

ち
の

実
践
的
な
試
み
は

「

道
」

と

し
て

捉
え
る

こ

と

も

可
能
だ
ろ

う
。

女
性
仏
教
徒
た

ち
の

既
存
仏
教
へ

の

異
議
申
し
立

て

の

試
み

は
、

優

れ
て

仏
教
的
な
営
み

と

も
い

え
る

の

で

あ
る

。

世

界
遺

産
の

オ
ー

セ

ン

テ

ィ

シ

テ

ィ

概
念
と

神
仏
習
合

中

　
西

　
裕

　
二

　

現
在、

日
本
で

は

多
く
の

寺
社
が
ユ

ネ
ス

コ

の

世
界
文
化
遺
産
と

し
て

登

録
さ

れ

て

い

る
。

だ
が
、

世

界
文
化
遺
産
に

登

録
さ
れ

て

い

る
神
社

、

宮
を

見
る

限
り、

そ
れ

ら
の

多
く
が

中
世
的
な

神
仏
習
合

、

本
地
垂
迹
思

想、

そ
し
て

寺
社
勢
力
と

関
係

す
る

も
の

の
、

世

界
文

化
遺
産
関
連
の

文

章
に
お
い

て

こ

の

点
へ

の

言
及

が

非
常
に

乏
し
い

。

　

世

界
文
化
遺
産
へ

登
録
さ
れ

る

文
化
財
は
、

そ

の

オ

ー

セ

ン

テ

ィ

シ

テ

ィ

が
最
も
重
要
と

さ
れ

る
。

し

か
し
、

こ

の

オ
ー

セ

ン

テ
ィ

シ

テ

ィ

概
念

は、

登
録
さ
れ
る

文
化
財
が
歴
史
的
に

「

本

物
」

で

あ
る
か
ど

う
か
の

指

針
に
過
ぎ
ず、

文
化
の

オ
ー

セ

ン

テ

ィ

シ

テ

イ
、

あ
る

い

は
そ
の

文
化
主

体
を
ユ

ネ
ス

コ

が
考
慮
・

判
断
す
る

訳
で

は
な
い

か
ら
で

あ
る

。

こ

の

登

録
は、

あ

く
ま
で

「

も
の
」

中
心
主
義
で

あ

り、

そ
の

文
化
的
主

体
が
ユ

ネ
ス

コ

の

レ
ベ

ル

で

問
わ
れ
る

こ

と
は
な
い

。

　
世

界
文

化
遺

産
に

登
録
さ
れ
て

い

る

神
社、

宮
の
、

か
つ

て

の

宗
教
ギ

体
は

寺
社

勢
力
で

あ
り、

そ
れ

ら
の

施

設
は
、

か
つ

て

の

寺
社
勢
力
の

換

喩
的
象
微
で

あ
る

と

言
え
る

。

だ
が

、

宮
が

神
を

、

寺
が

仏
を

祭
祀
す
る

施
設
で

あ
る

と
い

う
「

も
の
」

中

心
主

義
の

視
座
で

い

え
ば
、

仏
／
神
冖

外
来
（

⇒
o
口−
p
曽

口
o
コ）

／
土

着
（

蠧
口
o
コ）
冖

仏
教
／
神
道
と
い

う
隠
喩
が

成
立

す
る
。

中
世
の

神
仏
習
合
的
世
界
観
は
、

こ

の

図
式
に
お

い

て

は
一

時
期
の

「

混

淆
」

を

示

す
形

態
で

あ
り

、

か

つ

双

方
の

主

体
が

塁
什

δ
コ

概
念
に

収
斂
さ
れ
る
、

つ

ま

り
そ

の

文
化
的
ギ

体
は

日
本
人
で

あ
る
と
い

う
近
代
的
な
概
念
に

す
り
替
わ

る

こ

と

で
、

主
体
と

し
て

の

寺
社
勢
力
は

不
問
に

付
さ
れ

る
。

だ

が

問
題
な

の

は
、

現
在
に

残
さ
れ
た
施

設
（
社
殿

な
ど
）

は
、

古
代
的
祭
祀
の

遺
構
で

も、

近
代
的
な
神
道
概
念
を
も
つ

集

団
が

主

体
と

な

り
建
造

し
た

施
設
で

も
な
い

と
い

う
点
で

あ
る

。

し
か

し、

近

代
的
な
仏
／
神
の

二

分

法
（

11

創
ら
れ
た

伝
統
）

が
肚

界
遺

産
に

も
適
用
さ
れ
る

こ

と

で
、

近
代
的
な
宗
教
図
式
が

世
界
遺
産
の

文
脈
で

再

生

産
さ
れ
て

い

る

と

い

え
る

。

　
こ

れ
は、

具
体
的
な
「

も
の
」

の

レ

ベ

ル

で

は、

実
は

神
仏

習
合
は

見

え
に

く
い

と
い

う
点
と
も

関
係
す
る

だ
ろ

う
。

例
え
ば
、

神
仏

習
合
の

理

念

を
表

す
具

体
的
な

建
築
様
式
な
ど

は

な
い

。

従
っ

て、

「

も
の
」

を

中

心
と

考
え
れ

ば
、

お
の

ず
と
上

記
の

図
式
で

の

説

明
が

妥
当
と
い

う
こ

と

に

な
る

。
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