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６
月
25
日
、
３
年
ぶ
り
に
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
よ
る
制
限
の
な
い
、

永
代
経
法
要
が
修
行
さ
れ
た
。

５
月
８
日
か
ら
「
第
５
類
感
染
症
」
に

な
り
緩
和
さ
れ
て
い
た
が
、
５
月
28
日
の

「
宗
祖
降
誕
会
」
は
、
若
干
の
制
限
を
残

し
て
修
行
。
こ
の
た
び
は
、
全
て
の
制
限

を
無
く
し
て
の
法
要
と
な
っ
た
。

当
日
は
、
54
名
の
参
拝
が
あ
り
、
コ
ロ

ナ
禍
か
ら
比
べ
る
と
少
し
で
は
あ
る
が
日

常
の
生
活
に
戻
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
感
じ

ら
れ
た
。

午
後
２
時
、
喚
鐘
の
音
が
本
堂
に
鳴
り

響
き
、
輪
番
含
む
別
院
僧
侶
６
名
が
内
陣

に
入
堂
し
法
要
が
始
ま
っ
た
。

最
初
に
、
納
骨
所
利
用
者
を
対
象
に
昨

年
度
か
ら
始
め
た
「
三
季
の
お
つ
と
め
」

（
後
述
）へ
申
し
込
み
さ
れ
た
方
の「
法
名
」

を
ご
本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
尊
前
へ

奉
呈
し
た
。

お
勤
め
は
、親
鸞
聖
人
が
、「
真
実
の
教
」

「
浄
土
真
宗
」
と
述
べ
ら
れ
た
『
仏
説
無

量
寿
経
』
を
用
い
た
『
無
量
寿
経
作
法
』

が
行
わ
れ
た
。
出
勤
僧
侶
は
、
マ
ス
ク
を

取
っ
て
の
お
勤
め
と
な
っ
た
た
め
清
々
し

い
表
情
で
の
読
経
で
あ
っ
た
。

勤
行
後
、
宍
粟
市
か
ら
佐
々
木
大
観
師

を
迎
え
て
の
法
話
。

先
生
は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
簡
単
に

説
明
す
る
た
め
に
、
自
ら
が
作
ら
れ
た
文

章
を
参
拝
者
に
配
布
し
て
法
話
を
さ
れ
た
。

参
拝
者
か
ら
は
「
大
変
あ
り
が
た
い
も
の

を
い
た
だ
け
た
」
と
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

配
布
さ
れ
た
文
章
の
内
容
は
、次
の
通
り
。

「
浄
土
真
宗
の
教
え
は　

　

阿
弥
陀
様
と
い
う
仏
様
が　

　

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
と
い
う
仏
様
が

　

か
な
ら
ず

　

私
を

　

極
楽
の
浄
土
に
連
れ
て
参
っ
て

　

仏
様
に
し
て
下
さ
る
教
え
で
す釋

大
観
」　

別
院
の
納
骨
所
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

は
、
県
内
を
は
じ
め
全
国
各
地
に
お
ら
れ
、

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

三
季
（
春
季
彼
岸
・
お
盆
・
秋
季
彼
岸
）

に
お
け
る
お
参
り
が
で
き
な
い
方
の
た
め

に
納
骨
所
前
に
て
、
当
院
僧
侶
が
読
経
す

る
こ
と
を
始
め
た
。
三
季
の
お
つ
と
め
に

追
加
し
て
「
法
名
奉
呈
」
を
申
し
込
み
さ

れ
た
方
の
法
名
を
「
永
代
経
法
要
」
の
際

に
奉
呈
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

三
季
の
お
つ
と
め
・

法
名
奉
呈
と
は
？

さ
ん
き
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宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
を
祝
う
法
要
、

「
宗
祖
降
誕
会
」
が
、
５
月
28
日
、
午
後
２

時
か
ら
勤
め
ら
れ
た
。
５
月
８
日
か
ら
「
第

５
類
感
染
症
」
と
な
り
制
限
が
緩
和
さ
れ

て
い
た
が
、
出
勤
僧
侶
に
お
い
て
は
マ
ス
ク
を

着
用
す
る
な
ど
一
部
の
制
限
を
残
し
て
の
修

行
と
な
っ
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
前
に
は
、
抹

茶
の
お
接
待
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
も

見
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。

法
要
の
最
初
に
、
雅
楽
の
奏
楽
中
、
伝

供
（
て
ん
ぐ
）
が
行
わ
れ
た
。
伝
供
と
は
、

華
（
け
）・
灯
（
と
う
）・
供
物
（
く
も
つ
）

な
ど
を
順
次
に
手
渡
し
て
尊
前
に
献
供
す
る

こ
と
で
あ
る
。
別
院
仏
教
壮
年
会
代
表
者

並
び
に
兵
庫
教
区
仏
教
青
年
連
盟
代
表
が

外
陣
を
進
み
、
内
陣
の
僧
侶
に
手
渡
し
、

宗
祖
の
御
影
（
ご
え
い
）
前
に
供
え
ら
れ
た
。

お
勤
め
は
、
親
鸞
聖
人
が
著
し
た
「
正

信
偈
」
を
用
い
た
『
正
信
念
仏
偈
作
法
第

二
種
』
が
勤
め
ら
れ
た
。

こ
の
度
の
ご
法
話
の
ご
縁
は
、
宍
粟
市
の

安
楽
寺
住
職
、
黒
田
真
隆
師
。
親
鸞
聖
人

の
み
教
え
が
、
や
さ
し
い
言
葉
で
お
取
次
ぎ

さ
れ
た
。

８
月
１
日
か
ら
３
日
ま
で
の
３
日
間
、
午

前
７
時
か
ら
暁
天
講
座
が
行
わ
れ
た
。

１
日
は
、
尾
野
智
行
師
（
た
つ
の
市
）、

２
日
は
、別
所
法
宣
師
（
神
戸
市
）、３
日
は
、

天
野
真
隆
師
（
た
つ
の
市
）
の
３
名
を
迎
え

て
の
ご
縁
と
な
っ
た
。

参
拝
者
の
中
に
は
、
毎
年
、
講
座
に
参

拝
さ
れ
て
い
る
方
が
多
く
、
夏
の
恒
例
行
事

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
早
朝
か
ら
の
お
勤
め
、

ご
法
話
を
聴
聞
、
朝
粥
を
い
た
だ
き
清
々
し

い
１
日
を
迎
え
た
様
子
で
あ
っ
た
。

暁
天
講
座
期
間
中
、
別
院
仏
教
婦
人
会

で
は
、
講
座
後
の
朝
粥
接
待
を
行
っ
た
。

毎
年
、
暁
天
講
座
後
の
朝
粥
接
待
を
行
っ

て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
と
な
り
３
年
ぶ

り
の
再
開
。
し
ば
ら
く
休
止
し
て
い
た
た
め
、

お
茶
碗
や
お
皿
な
ど
の
食
器
類
の
確
認
や
献

立
作
り
と
事
前
準
備
に
追
わ
れ
な
が
ら
当

日
を
迎
え
た
。

朝
７
時
に
集
合
し
、
お
粥
を
炊
く
人
、

配
膳
す
る
人
に
分
か
れ
て
手
際
の
よ
い
動
き

で
午
前
８
時
過
ぎ
の
お
接
待
前
ま
で
に
は

完
了
し
て
い
た
。

例
年
の
献
立
は
、
お
粥
・
漬
物
・
温
泉

玉
子
で
あ
っ
た
が
、
今
年
は
、
温
泉
玉
子
を

玉
子
豆
腐
に
代
え
、
さ
ら
に
一
品
を
追
加
し

た
内
容
。
１
日
は
、
酢
の
物
、
２
日
は
、
高

野
豆
腐
の
玉
子
と
じ
、
３
日
は
、
切
り
干
し

大
根
が
提
供
さ
れ
た
。

お
接
待
に
あ
た
っ
た
婦
人
会
の
み
な
さ
ん

は
、
３
日
間
の
大
役
を
終
え
て
安
堵
し
た
様

子
で
あ
っ
た
。

８
月
１
日
か
ら
２
日
ま
で
の
１
泊
２
日
の

日
程
で
、夏
の
恒
例
行
事
、「
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
」

を
開
催
。
幼
児
か
ら
小
学
生
ま
で
の
13
名

が
参
加
し
た
。
午
後
２
時
、
本
堂
で
の
お
つ

と
め
「
ら
い
は
い
の
う
た
」
か
ら
始
ま
っ
た
。

１
日
目
は
、
午
後
９
時
か
ら
の
就
寝
勤
行

（
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
）
に
向
け
た
キ
ャ
ン
ド
ル

づ
く
り
、
夕
食
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
買
い
出
し

と
準
備
、花
火
、別
院
近
隣
銭
湯
で
の
入
浴
、

就
寝
勤
行
と
い
っ
た
内
容
で
行
わ
れ
た
。

２
日
目
は
、
午
前
７
時
か
ら
の
お
晨
朝
か

ら
始
ま
り
、朝
食
（
婦
人
会
提
供
の
朝
粥
）、

砂
絵
づ
く
り
、
昼
食
（
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
）
買
い

出
し
と
準
備
、
水
遊
び
、
そ
し
て
、
閉
会

式
と
い
っ
た
日
程
。

砂
絵
づ
く
り
で
は
、
神
戸
市
内
で
、
こ
ど

も
教
室
を
開
い
て
い
る
ア
ト
リ
エ
・
ペ
タ
タ
の

石
橋
幸
子
先
生
を
迎
え
て
行
わ
れ
た
。
こ

の
度
は
、
フ
ォ
ト
フ
レ
ー
ム
の
周
り
に
、
好
き

な
模
様
を
描
き
、
そ
こ
に
色
の
付
い
た
砂
を

落
と
し
貼
り
付
け
て
作
成
し
た
。
色
と
り
ど

り
の
作
品
が
出
来
上
が
り
、
子
ど
も
た
ち
は
、

「
夏
休
み
の
宿
題
が
ひ
と
つ
で
き
た
」
と
喜
ん

で
い
た
。

別
院
で
宗
祖
降
誕
会

朝
粥
接
待
・
暁
天
講
座
に
て

別
院
仏
教
婦
人
会

お
寺
で
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

モ
ダ
ン
寺
土
曜
子
ど
も
会

暁
天
講
座
〜
お
寺
で
の
朝
活
〜
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京
都
・
本
願
寺
に
て
修
行
さ
れ
た
「
親

鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８

０
０
年
慶
讃
法
要
」
へ
、
４
月
10
日
、、
本

願
寺
神
戸
別
院
か
ら
23
名
が
参
拝
し
た
。

当
日
は
、
10
時
か
ら
の
法
要
に
参
拝
す

る
た
め
、
７
時
30
分
に
大
型
バ
ス
に
乗
っ

て
別
院
を
出
発
し
、
予
定
通
り
本
願
寺
に

到
着
し
た
。
全
国
各
地
か
ら
の
参
拝
が
あ

る
た
め
、
法
要
開
始
時
刻
の
10
時
に
は
ほ

ぼ
満
堂
。
堂
内
は
、
法
要
の
た
め
全
て
椅

子
席
に
な
っ
て
お
り
１
時
間
弱
の
法
要
も

無
理
な
く
参
拝
で
き
た
よ
う
だ
。

こ
の
度
の
法
要
で
は
、『
新
制
御
本
典
作

法
』（
し
ん
せ
い
ご
ほ
ん
で
ん
さ
ほ
う
）
が

制
定
さ
れ
て
い
る
。「
御
本
典
」
と
は
、
親

鸞
聖
人
が
著
述
し
た
『
顕
浄
土
真
実
教
行

証
文
類
』
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
根
本
聖

典
で
あ
る
。
お
勤
め
の
御
文
は
、
す
べ
て

こ
の
「
御
本
典
」
か
ら
選
定
さ
れ
、
ま
た
、

唱
え
方
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
声
明

（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
と
大
衆
唱
和
の
両
面
を

兼
ね
備
え
て
お
り
、
よ
り
唱
和
し
や
す
い

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

法
要
は
、
記
念
布
教
か
ら
始
ま
り
、『
新

制
御
本
典
作
法
』
を
僧
俗
一
体
と
な
っ
て

の
お
勤
め
。
そ
し
て
、
ご
門
主
さ
ま
か
ら

ご
親
教
を
い
た
だ
き
、新
し
い
領
解
文
（
浄

土
真
宗
の
み
教
え
）
を
唱
和
し
て
終
わ
り

と
な
っ
た
。

毎
月
の
お
寺
で
の
法
要
や
勉
強
会
に
、い

つ
も
お
参
り
に
来
ら
れ
る
、一
人
の
ご
門
徒

様
が
お
ら
れ
ま
す
。ご
主
人
様
を
亡
く
さ
れ

た
の
を
ご
縁
に
、聞
法
の
日
々
が
始
ま
り
ま

し
た
。バ
ス
と
電
車
を
乗
り
継
い
で
、１
時

間
以
上
か
け
て
の
お
寺
参
り
で
す
。並
大
抵

の
ご
苦
労
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、は

じ
め
は
法
話
を
聞
い
て
も
、本
を
読
ん
で
も

分
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
。聞
い
て
も
聞
い

て
も
分
か
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
に
、ご
主
人

様
を
亡
く
さ
れ
た
悲
し
み
の
気
持
ち
と
あ

い
ま
っ
て
、心
が
折
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。け
れ
ど
も
、繰
り
返

し
繰
り
返
し
お
聴
聞
さ
れ
、仏
法
に
触
れ
ら

れ
て
い
く
う
ち
に
、少
し
ず
つ
心
に
変
化
が

出
て
こ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

先
日
、月
参
り
の
ご
縁
で
ご
自
宅
に
寄
せ

て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
中

で
の
会
話
で
、「
い
つ
も
ご
遠
方
の
と
こ
ろ
お

参
り
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

何
気
な
く
私
が
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、

「
い
え
い
え
、仏
法
は
私
の
こ
と
で
す
か
ら
」

と
の
、お
答
え
が
返
っ
て
き
た
の
で
す
。私

は
、ご
門
徒
の
お
領
解
に
頭
の
下
が
る
思

い
が
し
ま
し
た
。

ご
開
山
・
親
鸞
聖
人
が
、常
々
仰
っ
て
い

た
お
言
葉
に
、「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を

よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、ひ
と
へ
に
親
鸞
一

人
が
た
め
な
り
け
り
」と
の
お
言
葉
が
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願

は
、煩
悩
に
惑
い
、「
い
の
ち
」の
往
き
先
を

知
ら
な
い
、こ
の
私
を
救
う
為
に
お
こ
さ

れ
た
大
悲
の
願
い
で
す
。阿
弥
陀
さ
ま
は

法
蔵
と
い
う
菩
薩
さ
ま
で
あ
ら
れ
た
時
、

苦
悩
の
底
に
う
ち
沈
む
、こ
の
私
の
姿
を

す
で
に
見
抜
か
れ
、「
こ
の
子
を
必
ず
救
う

親
と
な
る
」と
誓
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
ご
苦
労

の
果
て
に
、そ
の
誓
い
を
完
成
さ
れ
、「
南

無
阿
弥
陀
仏
」と
い
う
、ま
こ
と
の
親
の
名

告
り
を
あ
げ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

最
後
に
お
見
送
り
い
た
だ
い
た
玄
関

口
で
仰
い
ま
し
た
。

「
亡
き
主
人
の
お
陰
で
、よ
う
や
く
お
念

仏
の
教
え
に
遇
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

主
人
を
亡
く
し
た
悲
し
み
は
消
え
ま
せ

ん
が
、仏
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し

て
、不
思
議
と
今
で
は
感
謝
の
想
い
を
抱

い
て
い
ま
す
。ま
た
来
月
の
ご
法
要
も
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
」

本
願
の
仰
せ
を
聞
き
ひ
ら
き
、お
浄
土

へ
の
人
生
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
時
、私

の「
い
の
ち
」が
、途
方
も
な
い
大
き
な
願

い
の
な
か
に
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
知

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
仏
法
は
私
の

こ
と
」と
、改
め
て
気
づ
か
せ
て
い
た
だ

い
た
ご
縁
で
し
た
。

兵
庫
・
岡
山
テ
レ
ホ
ン
法
話
集

「
私
の
こ
と
で
す
か
ら
」

西
宮
市 

善
教
寺

赤
井
智
顕

別
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、兵
庫
教
区
青

年
僧
侶
の
会
で
作
ら
れ
た
３
分
程
度
の
法

話
が
配
信
さ
れ
て
い
ま
す
。ご
視
聴
く
だ

さ
い
。

※

過
去
に
配
信
さ
れ
た
ご
法
話
を

　
編
集
し
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

法
要
後
は
、
国
宝
の
書
院
・
唐
門
・
飛

雲
閣
の
拝
観
。
拝
観
に
あ
た
り
当
院
輪
番

の
松
本
輪
番
が
、
各
所
に
て
説
明
を
行
っ

た
。
松
本
輪
番
は
、
神
戸
別
院
に
着
任
す

る
前
、
本
願
寺
内
務
室
に
て
勤
務
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
よ
り
細
か
な
説
明
を
さ
れ

た
た
め
参
拝
者
か
ら
は
好
評
で
あ
っ
た
。

本
願
寺
を
後
に
し
た
一
行
は
、
先
斗
町

に
あ
る
江
戸
前
の
鰻
と
京
懐
石
の
「
い
ず

も
や
」
に
て
昼
食
を
楽
し
ん
だ
。

午
後
２
時
か
ら
は
、
南
座
に
て
、
こ
の

日
が
、
初
日
の
『
若
き
日
の
親
鸞
』
を
鑑

賞
し
た
。
こ
の
演
劇
は
、
五
木
寛
之
氏
の

人
気
シ
リ
ー
ズ
小
説
を
初
舞
台
化
し
た
も

の
で
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
参
加
者
も
い

た
よ
う
だ
。

鑑
賞
後
、
バ
ス
に
て
神
戸
へ
の
帰
途
に

着
い
た
。

親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年・立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要

〜
別
院
か
ら
京
都・本
願
寺
へ
団
体
参
拝
〜

あ
か

ち

け
ん

い

ご 

こ
う 

し 

ゆ
い

も
ん
ぼ
う

り
ょ
う
げ

ち
ょ
う
も
ん

だ
い
ひ

な

の ほ
う
ぞ
う

あ

お
お

ぼ
さ
つ
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令和5年8月16日モダン寺新聞

別
院
前
庭
の
階
段
に
手
す
り
が
設
置
さ

れ
た
。
東
側
に
は
、
ス
ロ
ー
プ
が
設
置
さ
れ

て
い
る
が
、
西
側
は
10
段
の
階
段
の
み
で
、

高
齢
者
に
と
っ
て
は
足
腰
へ
の
負
担
が
大
き

い
。
ま
た
、
ス
ロ
ー
プ
を
利
用
す
る
に
は
少

し
遠
回
り
に
な
る
状
態
。

参
拝
者
か
ら
「
手
す
り
が
あ
る
と
助
か

る
の
に
」
と
の
声
が
聞
か
れ
た
こ
と
か
ら
、

早
急
に
設
置
を
決
定
し
工
事
を
行
っ
た
。

西
方
面（
駐
車
場
側
）か
ら
お
越
し
の
際
は
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

境
内
地
整
備
・
前
庭
階
段
に
手
す
り
設
置

新
職
員
紹
介

４
月
１
日
付
で

今
井
実
咲
さ
ん（
大

分
教
区
玖
珠
組
浄

専
寺
）が
入
所
い
た

し
ま
し
た
。

職
員
退
職
の
お
知
ら
せ

２
０
１
９（
令
和

元
）年
４
月
１
日
か

ら
当
院
に
勤
務
し

て
い
た
山
䕃
七
歩

さ
ん
が
、２
０
２
３

（
令
和
５
）年
６
月

30
日
を
以
て
退
職

い
た
し
ま
し
た
。

今井 実咲
いまい みさき

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要

2024（令和6）年2月10日（土） 本願寺神戸別院にて開催

プロフィール
1961年大阪府生まれ
相愛大学学長　専門：宗教学、比較宗教思想
浄土真宗本願寺派大阪教区豊島北組如来寺住職
NPO法人「リライフ」代表

【著書】
『ブッダの伝道者たち』（角川選書）
『死では終わらない物語について書こうと思う』（文藝春秋）
『隨縁つらつら対談』
『この世を仏教で生きる 今から始める他力の暮らし』

（大平光代氏と共著）
『おてらくご』（本願寺出版社）　他多数

プロフィール
イラン出身。 8歳で来日し、高校生から芸能活動を始める。
舞台『恭しき娼婦』では主演を務め、主演映画『冷たい
床』では、ミラノ国際映画祭で最優秀主演女優賞を受
賞するなど、映画や舞台・俳優としても活動の幅を広げ
ている。また、第9回若者力大賞を受賞。
国際人権団体NGOの「すべての子どもに家庭を」の活
動では親善大使を務めた。
個人的にも支援活動を続け、2020年にはアメリカで人
権活動家賞も受賞。
13年ぶりの新著「言葉の花束～困難を乗り切るための
自分育て～」も好評発売中。

釈徹宗さんとサヘル・ローズさんの対談

協賛行事のお知らせ

釈徹宗 （僧侶・相愛大学学長） サヘル・ローズ （俳優・タレント）


