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『 仏 教 に お け る 女 性 差 別 を 考 え る
――親 鸞 と ジ ェ ン ダ ー』

［著　者］青山　俊董

［著　者］源　淳子    　

　太陽の光という布施、空気という、引力という布施…。
天地総力をあげての布施を一身に頂いての今の私の命のいとなみであることを忘れず、それ
にふさわしい今ここの生き方でありたいと願うことである。

（はじめにより引用）〈発行〉あけび書房

［著　者］藤場　俊基

〈発行〉法蔵館

　「大河流覧」の「大河」には二つの思いがあります。一つは、『教行信証』の内容を、課題
の大きな河の流れに見立てて、全体の構造を把握するという視点です。もう一つは浄土教が
成立して今日に至るまでの仏教思想的な視点です。これは浄土教が単に仏教の一つの領域で
はなく、浄土教こそが仏教そのものをトータルに見据えているということを、法然や親鸞が、
仏教思想史の大きな流れとしてみているということです。 （あとがきより引用）

『 さ ず か り の 人 生
欲 の 真 ん 中 に 自 分 を 置 か な い 生 き 方』

〈発行〉自由国民社

『 教 行 信 証   大 河 流 覧 』

　親鸞について書かれた本は山ほどありますが、わたしの親鸞は、研究ではなく、親鸞の教
えとしての信心 ( 信仰 ) でもなく、人生の支柱といったほうが的確です。わたしがジェンダー
の視点で生き、ジェンダーと重なる仏教思想で生きてきたことを書きたいと思い、80 歳近
くになるまでに書けたらと思っていました。

（本著より引用）
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今
、
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
る
認
知
症
患
者
さ
ん
の
共

通
し
た
症
状
は
『
帰か

え

り
た
い
』

と
い
う
願
望
が
あ
る
こ
と

だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
「
ど
こ

か
に
帰
り
た
い
」
「
こ
こ
が

本
当
の
居
場
所
じ
ゃ
な
い
」

「
で
も
そ
の
帰
る
べ
き
場
所

が
見
つ
か
ら
な
い
」
。
こ
う

し
た
衝
動
が
“
徘は

い

徊か
い

”
と
い

う
行
動
と
な
っ
て
、
年
間

１
万
７
千
人
近
い
方
々
が
行

方
不
明
に
な
っ
て
お
ら
れ
る

と
い
う
の
で
す
。

　

『
た
と
え
家
の
記
憶
は
喪

う
し
な

わ
れ
て
も
、
帰か

え

り
た
い
と
い

う
欲よ

っ

求
き
ゅ
う

だ
け
は
最さ

い

後ご

ま
で
残の

こ

る
の
だ
』
（
三み

島し
ま

清き
よ

円ま
る

）

　

私
は
こ
こ
に
人
間
の
深
い

本
心
と
い
う
か
、
本
能
的
に

抱
え
て
い
る
「
い
の
ち
の

源
み
な
も
と」

を
求
め
る
人
間
の
根
源

的
欲
求
（
願ね

が

い
）
が
現

あ
ら
わ

れ
出

て
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

　

私
達
の
日
常
の
生
活
は
、

目
前
の
仕
事
に
追
わ
れ
、
人

間
関
係
に
れ
て
生
き
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
人
生
の
方
向
や

身
の
置
き
所
を
失
っ
て
生
き

る
私
達
に
、
弥み

陀だ

の
本ほ

ん

願が
ん

は
、

日
々
の
自
我
一
杯
の
生
き
方

を
翻
え
さ
せ
、
真
に
依
る
べ

き
「
い
の
ち
の
故ふ

る
さ
と郷

（
真し

ん

実じ
つ

報ほ
う

土ど

）
」
へ
立
ち
帰
ら
せ
よ

う
と
、
本
願
の
名
号
と
ま
で

な
っ
て
私
達
を
喚よ

ん
で
お
ら

れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
「
い
の
ち
の
故
郷
」

こ
そ
、
自
分
を
飾
る
必
要
も

な
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分

を
受
け
容い

れ
て
く
れ
て
い
た

本
来
の
世
界
。
そ
れ
こ
そ
が

生
あ
る
全
て
の
も
の
を
生
み

出
し
、
包
み
、
養
っ
て
下
さ
っ

て
い
た
「
い
の
ち
の
源

み
な
も
と

」
で

あ
り
、
真
に
信
頼
す
べ
き

「
確
か
な
居
場
所
（
帰き

依え

処し
ょ

）
」

だ
と
、
浄
土
の
教
え
は
私
達

に
伝
え
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。　
　
　
　

（
藤
井
真
隆
）

リーフレット①  № 403

    　　

    　　

本
願
に

本
願
に

　
　

相
応
し
て

　
　

相
応
し
て

  

実
報
土
に

実
報
土
に

　

往
生
す
る
な
り

　

往
生
す
る
な
り

　
　
　
　
　

ー
『

　
　
　
　
　

ー
『
歎歎た

ん

異異に

抄抄
し
ょ
う

』
ー
』
ー



今
月
の
こ
と
ば

　

お
釈し

ゃ

迦か

様さ
ま

は
「
大だ

い

医い

王お
う

」

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
教
え
を
聞
く
と
、
ま
る
で

名
医
に
診
て
も
ら
っ
た
か
の

よ
う
に
、
苦
が
楽
に
な
る
か

ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
お
医
者

さ
ん
は
、
い
き
な
り
注
射
を

打
ち
ま
す
か
？
ま
ず
は
「
今

日
は
ど
う
し
ま
し
た
か
」
と
、

聞
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
き
ち

ん
と
診
断
し
、
症
状
に
合
っ

た
治
療
こ
そ
が
功
を
奏そ

う

す
の

で
す
。

　

お
釈
迦
様
も
同
じ
よ
う
に

そ
の
人
の
本
質
に
ぴ
っ
た
り

と
あ
っ
た
教
え
を
説
か
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
「
待た

い

機き

説せ
っ

法ぽ
う

」
と
い
い
ま
す
。

「
機き

」
と
は
、
そ
の
人

の
本
質
を
表
し
ま
す
。

で
す
か
ら
幸
い
に
も
、

私
た
ち
の
前
に
は
、
長

い
時
と
距
離
を
超
え

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
機
」

に
応
じ
た
特
効
薬
が
「
お
経
」

と
し
て
八は

ち

万ま
ん

四し

千せ
ん

余
あ
ま
り

も
並
ん

で
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
私
を
診
断
し
て
く
だ
さ

る
「
大
医
王
」
が
亡
く
な
っ

て
あ
ま
り
に
時
間
が
経
っ
て

い
ま
す
。
既
に
仏
法
は
廃
れ
、

教
え
だ
け
が
残
る
末
法
の
時

代
、
私
と
い
う
「
機
」
に
合
っ

た
教
え
が
わ
か
ら
な
い
の
で

す
。

　

こ
の
問
題
に
決
着
を
つ
け

た
の
が
道ど

う

綽
し
ゃ
く

禅ぜ
ん

師し

で
す
。

師
は
、
西
暦
５
６
２
年
中
国

の
小
さ
な
国
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
若
く
し
て
僧
と
な
り
ま

す
が
、
十
六
歳
の
時
の
廃は

い

仏ぶ
つ

政せ
い

策さ
く

よ
り
僧
の
身
分
を
剥は

く

奪だ
つ

さ
れ
ま
す
。

　

ま
さ
に
末
法
を
肌
で
感
じ

ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

や
が
て
、
帝
が
代
わ
り
改
め

て
僧
と
な
っ
た
師
は
研け

ん

鑽さ
ん

を

積
み
『
涅ね

槃は
ん

経
ぎ
ょ
う

』
の
大
家
と

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
不
安

か
ら
か
一
層
の
厳
し
い
修
行

を
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
根

底
に
は
『
涅
槃
経
』
が
説
く

よ
う
に
は
生
き
ら
れ
な
い
自

身
の
現
実
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
転
機
は
、
玄げ

ん

忠
ち
ゅ
う

寺じ

の
曇ど

ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

の
徳
を
称
え

た
碑ひ

文ぶ
ん

に
出
遇
っ
た
時
に
訪

れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
自
分

は
浄
土
の
往
生
を
果
た
す
」

と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
曇
鸞
大
師
の
「
私

は
凡
夫
で
あ
る
」
と
い
う

「
機
」
の
表
明
に
他
あ
り
ま

せ
ん
。

　

こ
の
時
、
道
綽
禅
師
は

「
嗚あ

呼あ

、
凡
夫
と
い
う
「
機
」

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歩
め
る

教
え
が
あ
る
」
と
気
が
つ
か

れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
「
自

分
の
力
を
尽
く
し
て
覚
り
を

得
る
と
い
う
聖

し
ょ
う

道ど
う

門も
ん

の
歩
み

は
、
努
力
精
進
が
足
り
な
い

と
い
う
不
安
か
ら
、
さ
ら
に

難
行
を
求
め
、
一
層
不
安
を

産
む
こ
と
で
し
か
な
い
。　

そ
う
で
は
な
く
、
煩
悩
に
振

り
回
さ
れ
る
凡
夫
の
「
機
」

で
あ
る
私
が
歩
む
道
は
、
阿

弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ

る
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
往

生
す
る
他
は
無
い
」
と
決
着

を
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　

（
山
雄　

達
麿
）
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お
念
仏
の
教
え

か
ら
た
ず
ね
ま
す

と
、
い
の
ち
終
え

た
衆
生
は
、
み
な
諸
仏
と
な

っ
て
極
楽
浄
土
に
還か

え

ら
れ
る

　

夫
が
他
界
し
、
10
年

に
な
り
ま
す
。
毎
月
の

命
日
に
は
お
墓
に
お
参

り
し
、
夫
が
寂
し
く
な
い
よ
う
、

一
ヵ
月
間
の
出
来
事
な
ど
た
く
さ

ん
話
か
け
て
い
ま
す
。

 

息
子
た
ち
か
ら
は
「
お
墓
に
父

さ
ん
は
い
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
ま

す
。
夫
は
お
墓
に
い
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。
い
な
い
の
な
ら
お
墓
は

何
の
為
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　

（
65
歳
・
女
性
）　

と
説
か
れ
ま
す
。
ご
主
人
も

ま
た
何
の
不
足
も
な
い
浄
土

と
い
う
世
界
で
諸
仏
と
な
ら

れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
娑し

ゃ

婆ば

世
界
で
感
じ
る
苦
し
み
や
寂

し
さ
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。

る
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

お
墓
の
前
で
、
諸
仏
と
な
ら

れ
た
亡
き
ご
主
人
を
縁
と
し

て
、
生
き
て
い
る
私
た
ち
が

仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
い
て
い

く
。
そ
う
い
う
視
点
が
大
事

な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
語
り

か
け
る
こ
と
を
し
て
は
い
け

な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
亡

き
人
に
対
す
る
お
参
り
の
心

が
な
け
れ
ば
、
忙
し
く
、
身

勝
手
で
、
自
己
中
心
的
な
生

き
方
を
し
て
い
る
私
た
ち
は
、

お
内
仏
や
お
墓
で
手
を
合
わ

す
ご
縁
を
い
た
だ
く
こ
と
が

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と
、

仏
さ
ま
の
前
で
立
ち
止
ま
り
、

合が
っ

掌
し
ょ
う

礼ら
い

拝は
い

す
る
こ
と
、
そ
の

こ
と
自
体
が
実
は
尊
い
仏
の

恩お
ん

徳ど
く

を
い
た
だ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

浄
土
真
宗
に
お
け
る
お
墓

は
、
亡
く
な
っ
た
方
に
お
願

い
ご
と
を
し
た
り
、
亡
き
人

を
案
ず
る
だ
け
の
場
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
南
無
阿
弥
陀
仏

と
お
念
仏
を
申
し
、
と
も
に

仏
法
を
い
た
だ
く
場
で
あ
り

ま
す
。
自
分
も
必
ず
死
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身

で
あ
る
こ
と
と
、
今
、
現
に

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
尊

さ
を
亡
く
な
ら
れ
た
方
、
つ

ま
り
諸
仏
か
ら
の
願
い
と
し

て
教
え
ら
れ
、
気
づ
か
さ
れ

る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
ま
た
、
亡
き
人
を

縁
と
し
、
自
ら
の
「
生
」
を

考
え
る
場
を
い
た
だ
く
こ
と

が
、
お
墓
を
建
て
る
大
切
な

意
味
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

（
永
井　

貴
宗
）

  

亡
く
な
っ
た
人
は

亡
く
な
っ
た
人
は

  

お
墓
に
い
な
い
？

お
墓
に
い
な
い
？

と
い
う
法
語
が
あ
り
ま
す
。

亡
き
人
を
案
ず
る
だ
け
で
し

た
ら
、「
弔

と
む
ら

う
」
と
か
「
悼い

た

む
」

と
い
う
気
持
ち
で
手
を
合
わ

せ
る
。
あ
る
い
は
生
前
ご
主

人
が
お
好
き
で
あ
っ
た
も
の

を
お
供
え
さ
れ
た
り
、
日
ご

ろ
の
出
来
事
を
お
話
す
る
と

い
う
こ
と
で
良
い
の
で
し
ょ

う
。
法
語
か
ら
た
ず
ね
直
す

と
「
亡
き
人
か
ら
案
ぜ
ら
れ

　
　

亡
き
人
を

　
　
　

案
ず
る
私
が

　

 
亡
き
人
か
ら

　
　
　

案
ぜ
ら
れ
る
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し
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し
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や
が
て
父ち

ち

は

亡な

く
な
り
ま
し
た

数す
う

年ね
ん

後ご

悪あ
く

天て
ん

候こ
う

が

続つ
づ

き
―

猟り
ょ
う

師し

の
子こ

供ど
も

が

干ほ

し
肉に

く

を
村む

ら

に

売う

り
に
来き

ま
し
た

辛つ
ら

さ
を
知し

っ
た
な
ら

そ
の
分ぶ

ん

優や
さ

し
く

な
り
な
さ
い

・
・
・

こ
れ
で
飢う

え
を

し
の
い
で
く
だ
さ
い

お
腹な

か

が

す
い
た
よ
…

食た

べ
る
も
の
が
…

―
な
ぜ

僕ぼ
く

ら
は

嫌き
ら

わ
れ
る
の
？

お
父と

う

さ
ん
…

こ
れ
だ
け
…
？

肉に
く

を
米こ

め

と

父ち
ち

が
病

び
ょ
う

気き

な
ん
で
す

や
ー
い

獣
け
も
の

臭く
さ

い
ぞ
ー
！

あ猟り
ょ
う

師し

が
来き

た
ぞ
！

好す

き
嫌き

ら

い

し
て
な
い
？

命い
の
ち

を
い
た
だ
い
て

い
る
ん
だ
よ

猟
りょう

師
し

と干
ほ

し肉
に く

『ジャータカ』 は、 仏陀の過去生の物語集。 パーリ語聖典では、 22 編 547 話からなっています。 多くの経典の中に引用されて、

経典の広がりとともに、 世界各地に伝えられました。 （ジャータカ 315）

命い
の
ち

を
奪う

ば

う
仕し

事ご
と

だ
か
ら
な

だ
か
ら
こ
そ

命い
の
ち

の
尊

と
う
と

さ
を
知し

っ
て
い
る

飢う

え
る
辛つ

ら

さ
な
ら

よ
く
知し

っ
て
る
か
ら

も
ら
え
ま
せ
ん
か

交こ
う

換か
ん

し
て

少す
く

な
く
て

ご
め
ん
…

も
う
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仏典ﾏﾝｶﾞ・仏さまのおしえ
絵 ： 小川ゆきえ 〈186〉

参考 ・ 『ジャータカ物語』


