
し
な
く
な
り
、
市
民
が
正
し
い
情
報
を

得
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
ど
ん
な
民
主
国

家
で
も
危
な
い
」
と
話
し
た
。

　
ま
た
、
小
原
氏
は
「
将
来
的
に
な
く

な
れ
ば
い
い
が
、
今
の
時
点
で
自
衛
隊

を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

な
く
し
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
国
民
的
不
安
が
別
の
問
題

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
日
本

は
列
強
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、
成
熟

し
た
中
規
模
の
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
政
策
的
に
き
ち
ん
と
定
め
て
い
く
べ

き
だ
と
思
う
。
少
な
く
と
も
、
年
々
軍

事
費
が
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
、

日
本
の
経
済
力
や
社
会
構
造
が
耐
え
ら

　
テ
ー
マ
に
踏
み
込
ん
で
い
く
形
で
小

林
氏
が
問
題
点
を
整
理
し
、
議
論
を
深

め
た
。

　
憲
法
改
正
に
つ
い
て
古
賀
氏
は
、「
自

衛
隊
が
で
き
る
の
は
攻
撃
さ
れ
た
時
の

反
撃
と
い
う
解
釈
に
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
は
そ
の
ま
ま
堅
持
す
べ
き
だ
と
思

う
。
例
え
ば
『
自
衛
の
た
め
の
軍
隊
を

保
持
す
る
』
と
な
れ
ば
、
保
持
す
る
こ

と
が
憲
法
上
の
要
請
と
な
り
、
軍
隊
を

持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
守
る
に
足

る
強
い
軍
隊
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
話
に
な
る
」
と
危き

惧ぐ

を
示
し
た
。

　
そ
の
上
で
、
人
間
の
自
由
な
意
志
の

大
前
提
と
な
る
の
は
「
正
し
い
情
報
を

得
ら
れ
て
い
る
か
だ
」
と
指
摘
。
「
言

論
へ
の
弾
圧
は
常
に
起
き
て
い
る
が
、

メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
に
対
抗
す
る
と
い
う

姿
勢
を
示
し
て
き
た
。
し
か
し
、
政
権

側
が
圧
力
を
か
け
る
、
国
家
が
介
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ス
コ
ミ
が
自
粛
、

忖そ

ん

度た

く

す
る
よ
う
に
な
る
。
問
題
を
あ
ぶ

り
出
し
議
論
を
提
起
す
る
、
批
判
す
る

と
い
う
こ
と
を
狭
め
て
い
く
方
向
に
自

ら
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
、
マ
ス
コ

ミ
は
能
力
を
失
う
。
マ
ス
コ
ミ
が
機
能

が
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
こ
と
で
拡
大

す
る
と
、
ま
す
ま
す
危
な
く
な
る
」
と

指
摘
、
小
原
氏
も
そ
れ
に
関
連
し
て
、

「
西
欧
列
強
か
ら
中
立
的
な
ス
タ
ン
ス

を
持
っ
て
い
た
、
少
な
く
と
も
軍
事
的

に
は
持
っ
て
い
た
は
ず
の
日
本
に
対
す

る
見
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
中
東
を

め
ぐ
る
国
際
情
勢
の
中
で
日
本
の
安
全

保
障
は
著
し
く
危
機
的
な
状
況
を
迎
え

て
い
る
」
と
語
っ
た
。

　
こ
う
し
た
意
見
に
対
し
、
勧
学
寮
頭

の
徳
永
一
道
氏
は
「
宗
教
者
は
社
会
の

問
題
に
口
を
出
す
な
、
仏
教
は
守
っ
て

や
る
か
ら
政
治
の
問
題
に
口
を
出
す
な

と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
時
代
に
は
宗
門

の
教
学
は
異
常
に
発
達
し
た
。
明
治
政

府
も
そ
れ
を
利
用
し
た
。
真し

ん

俗ぞ

く

二に

諦た

い

的

な
発
想
は
当
た
り
前
だ
と
思
い
、
太
平

洋
戦
争
に
も
協
力
し
た
。
そ
れ
を
反
省

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
門
に
は
い

ま
だ
に
そ
の
発
想
が
根
強
く
残
っ
て
い

る
。
浄
土
真
宗
の
信
仰
は
往
生
の
問
題

で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
に
救
わ
れ
て
い

く
と
い
う
こ
と
だ
が
、
宗
祖
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
他
力
の
信
心
と
い
う
も
の

は
、社
会
性
と
い
う
も
の
を
無
視
し
た
、

私
だ
け
の
救
い
の
問
題
な
の
か
」
と
指

摘
。
総
合
研
究
所
副
所
長
の
満
井
秀
城

氏
は
「
正
義
と
い
う
も
の
を
仏
教
で
は

持
た
な
い
。
だ
か
ら
正
義
の
た
め
の
聖

戦
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
真
俗
二
諦

と
い
う
発
想
に
よ
っ
て
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
と
な
り
、
世
俗
権
力
の
論
理
を

暴
走
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
話
し
た
。

　
宗
教
者
の
役
割
に
つ
い
て
古
賀
氏
は

「
仏
教
者
、
宗
教
者
と
し
て
で
き
る
こ

と
は
、
国
家
と
い
う
も
の
を
介
さ
な
い

で
、
門
徒
あ
る
い
は
市
民
と
の
関
わ
り

を
深
め
、
そ
れ
を
世
界
中
に
広
げ
て
い

く
こ
と
。
一
つ
の
宗
教
あ
る
い
は
宗
派

と
し
て
の
活
動
と
、
そ
う
い
う
活
動
を

国
際
的
に
他
の
宗
教
、
宗
派
と
連
帯
し

て
い
く
こ
と
で
戦
争
の
歯
止
め
を
作
れ

る
の
で
は
な
い
か
」
と
話
し
た
。

　
小
原
氏
も
「
平
和
主
義
者
と
い
う
の

は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
絶
対
的
に
少

数
派
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
を
自
覚
し
、
こ
の
世
に
あ

　宗門全体の平和への意識を高めると

同時に、予断と偏見を排除し、具体的

に平和問題について学びを深めていく

ための資料。本願寺派総合研究所がま

とめた。

　「仏教のめざす平和は何か」「戦争、

紛争の現実と、それに対する平和構築

について」「それらを踏まえ、念仏者

がいかに行動していくか」という３つ

の柱からなり、これらについて問いを

設定、多様な意見を提起する形となっ

ている。

　論点整理（中間報告）であるため、

宗門の最終的な見解を示すものではな

い。

　「宗報」１１月・１２月合併号に掲載。

　宗門の活動の方向性を考える重要な

会議で、毎年１回開かれている。

　宗門が当面する諸問題、宗門内外か

ら提起される現代的課題や、現代社会

の思潮、動向の分析把握などについて

提言する。

　座長（本願寺派総合研究所長）、総

長が指名する有識者２人、研究所長が

指名する有識者２人で組織する。

　平和について宗門全体で学び、議論し、行動していくための資料「平和に関する論点整理」（中間報告）が昨年12月、

本願寺派総合研究所によってまとめられた。12月16日にはこの論点整理をもとに第４回宗門教学会議「宗教と平和―武

器なき平和の可能性」が伝道本部で開かれ、元経済産業省官僚の古賀茂明フォーラム４代表と小原克博同志社大学神学

部教授が発題、「白熱教室」で知られる小林正弥千葉大学大学院教授が進行した。ナショナリズムと宗教、憲法改正、

集団的自衛権、仏教の社会性などの論点をめぐる論議のあらましを紹介する。

第４回宗門教学会議

宗教と平和
武器なき平和の可能性を探る

古賀茂明氏

小原克博氏

問題点を整理し議論、新たな一歩に

◆ 

正
し
い
情
報

　
ご
門
主
の
お
言
葉
（
右
）
に
続
き
、

石い

わ

上が

み

智
康
総
長
が
「
こ
の
た
び
の
『
平

和
に
関
す
る
論
点
整
理
』
で
は
予
断
と

偏
見
を
排
除
し
、
平
和
に
関
す
る
問
題

点
の
所
在
を
ト
ー
タ
ル
と
し
て
整
理

し
、
宗
門
全
体
で
学
び
が
深
ま
る
こ
と

を
主
眼
と
し
ま
し
た
。
建
設
的
な
平
和

へ
の
取
り
組
み
の
機
縁
と
な
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
」
と
挨
拶
し
た
。

　
ま
ず
古
賀
氏
が
発
題
。
日
本
の
政
治

状
況
に
触
れ
つ
つ
、
安
保
法
案
の
成
立

な
ど
に
よ
っ
て
「
非
常
に
は
っ
き
り
と

平
和
主
義
を
と
っ
て
い
た
日
本
の
外
交

政
策
が
大
き
く
転
換
さ
れ
た
と
い
う
報

道
が
、
ほ
と
ん
ど
の
国
で
な
さ
れ
て
い

る
」
と
指
摘
し
た
。

　
「
こ
ん
な
に
戦
争
の
怖
さ
が
わ
か
る

時
代
は
な
い
の
に
、
日
常
的
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
間
は
生
き
物
で

あ
り
自
分
を
守
ろ
う
と
す
る
本
能
が
あ

る
か
ら
、
そ
れ
が
拡
大
し
て
い
く
と
、

自
分
を
守
る
た
め
の
戦
争
も
し
か
た
な

い
と
い
う
論
理
に
つ
な
が
る
。
し
か
も
、

人
間
は
不
完
全
で
必
ず
間
違
っ
た
認
識

を
し
て
し
ま
う
。
人
間
が
い
る
と
い
う

こ
と
で
平
和
は
来
な
い
し
、
絶
対
的
平

和
は
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
平
和

を
求
め
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
平

和
主
義
」
と
し
、
「
武
力
を
な
る
べ
く

使
わ
な
い
で
平
和
へ
の
努
力
を
し
続
け

る
こ
と
が
本
当
の
意
味
で
の
平
和
主
義

で
は
な
い
か
。
今
の
政
府
の
考
え
は
〝

積
極
的
軍
事
主
義
〞
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
」
と
話
し
た
。

　
そ
の
上
で
、
宗
教
家
に
対
し
「
過
ち

を
避
け
る
た
め
に
行
動
し
な
い
と
い
う

の
も
過
ち
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
ほ
し
い
。
過
ち
に
対
し
慎
重

に
な
る
の
は
わ
か
る
が
、
本
願
寺
と
し

て
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
政
治
的
に

こ
う
発
言
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
よ
り

も
、
一
人
一
人
が
個
人
、
宗
教
家
と
し

て
何
を
感
じ
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
自
分
の
責
任
で
言
葉
に

す
る
、
行
動
す
る
。
そ
れ
を
自
分
の
責

任
で
や
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
。
他
の

宗
派
、
宗
教
家
同
士
の
連
帯
と
い
う
も

の
を
摸
索
す
る
努
力
も
し
て
ほ
し
い
」

と
期
待
を
語
っ
た
。

　
小
原
氏
は
ま
ず
、
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
っ
た
。

　「
自
己
犠
牲
を
正
当
化
す
る
た
め
の
、

あ
る
い
は
死
を
美
化
す
る
よ
う
な
論
理

が
国
家
、
宗
教
に
も
共
通
し
て
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
戦
時
教
学

の
過
ち
に
つ
い
て
「
世
俗
的
権
威
を
積

極
的
に
正
当
化
し
て
い
く
。
み
ず
か
ら

そ
の
一
部
に
な
る
こ
と
で
自
己
正
当
化

を
図
っ
て
い
く
、
自
ら
の
存
続
を
図
っ

て
い
く
道
を
選
ん
だ
。
残
念
な
が
ら
、

日
本
の
宗
教
す
べ
て
に
当
て
は
ま
っ

た
」
と
指
摘
。
さ
ら
に
、
「
リ
ベ
ラ
ル

な
知
識
人
た
ち
は
時
代
の
流
れ
に
簡
単

に
迎
合
し
、
社
会
の
変
化
に
対
応
さ
せ

な
が
ら
自
ら
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て

も
、
自
ら
の
信
念
、
信
仰
に
忠
実
で
あ

っ
た
時
に
、
時
代
が
も
つ
魔
法
的
な
誘

引
の
力
か
ら
逃
れ
出
る
こ
と
が
で
き

た
」
と
話
し
た
。

　
ま
た
、
「
利
他
心
が
国
家
の
も
と
で

は
不
殺
生
で
は
な
く
暴
力
へ
と
向
か
う

の
は
な
ぜ
か
」
と
問
い
か
け
た
。
「
一

人
一
人
が
た
だ
自
分
の
た
め
に
生
き
る

の
で
は
な
く
、
人
の
た
め
に
、
自
分
が

住
ん
で
い
る
社
会
の
た
め
に
、
で
き
れ

ば
自
分
が
住
ん
で
い
る
国
家
の
た
め
に

生
き
た
い
と
い
う
思
い
は
素
朴
な
感
情

と
し
て
、だ
れ
も
が
持
っ
て
い
る
も
の
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
小
さ
な
良
き
心
と

い
う
も
の
が
大
き
な
良
い
国
家
を
生
み

出
す
の
で
は
な
く
、
巨
大
な
悪
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
」
と
語
り
、
そ

の
典
型
的
な
例
と
し
て
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

を
挙
げ
た
。

　
そ
の
上
で
、
「
宗
教
と
い
う
の
は
し

ば
し
ば
個
人
の
心
の
問
題
、
心
の
内
面

を
扱
う
が
、
内
面
に
お
け
る
平
和
だ
け

を
論
じ
て
い
て
も
、
社
会
と
か
国
家
の

平
和
に
は
至
ら
な
い
。
個
人
の
レ
ベ
ル

で
の
問
題
と
社
会
の
次
元
に
お
け
る
問

題
は
か
な
り
違
う
構
造
を
持
っ
て
い
る

た
め
、
あ
る
種
、
社
会
性
に
関
わ
る
よ

う
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
そ
の
宗
教
が
正
し

く
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
国
家
は
個
人

の
良
き
心
と
い
う
も
の
を
利
用
す
る
場

合
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
原
理
主
義
や
共
同
体
の

論
理
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
「
時
代
と

か
世
代
を
超
え
て
依
る
べ
き
原
理
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち

ん
と
確
認
し
て
い
く
こ
と
は
大
事
。
そ

れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
国
家
が
出
す
さ
ま

ざ
ま
な
施
策
を
相
対
的
、
批
判
的
に
み

る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
の
原
理
は

単
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
必
要
は
な

く
、む
し
ろ
多
様
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

力
を
増
し
て
い
く
」
と
語
り
、
「
仏
教

に
は
、
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と

教
学
と
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
社
会

倫
理
が
必
要
。
い
ろ
ん
な
出
来
事
を
解

釈
し
、
つ
な
い
で
い
く
接
点
が
な
け
れ

ば
社
会
と
教
学
は
分
離
し
た
ま
ま
」
と

語
り
、
仏
教
か
ら
の
積
極
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
と
基
礎
的
な
積
み
重
ね
の
大
切
さ

を
訴
え
た
。

社
会
の
問
題
に
関
心
持
ち
、

多
様
な
意
見
聞
き
、

考
え
続
け
る

ら
が
っ
て
い
く
の
が
平
和
主
義
で
あ

り
、
大
き
な
財
産
」
と
し
、
「
身
近
な

東
ア
ジ
ア
の
隣
国
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ

ー
を
ぜ
ひ
見
つ
け
て
ほ
し
い
。
国
を
超

え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
、
そ
れ
を

通
じ
て
新
し
い
時
代
を
築
い
て
い
く
。

民
間
外
交
が
極
め
て
大
事
だ
し
、
そ
の

中
核
を
宗
教
が
担
う
べ
き
。
仏
教
で
も

最
大
宗
派
で
あ
る
本
願
寺
が
負
う
べ
き

責
任
は
大
き
い
」
と
期
待
し
た
。

　
仏
教
者
の
立
場
か
ら
満
井
氏
は
「
武

器
を
持
っ
た
か
ら
恐
怖
が
生
じ
た
と
い

う
の
が
仏
教
の
立
場
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
絶
対
的
な
平
和
を
求
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
。
ア
メ
リ
カ
で
も
銃
社
会
に

対
す
る
反
省
は
起
き
て
お
り
、
武
器
が

な
い
形
を
求
め
る
方
向
は
共
有
さ
れ
つ

つ
あ
る
」
と
話
し
た
。
さ
ら
に
、
同
研

究
所
所
長
の
丘
山
願
海
氏
は
「
国
家
と

結
び
つ
け
ば
、
宗
教
は
必
ず
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
国
家

と
い
う
価
値
観
を
相
対
化
す
る
原
理
が

仏
教
に
も
あ
る
と
思
う
し
、そ
れ
は『
一

切
衆
生
』
と
い
う
こ
と
。
宗
教
者
は
あ

る
意
味
、
国
家
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ
た

の
が『
自
他
と
も
に
心
豊
か
に
生
き
る
』

と
い
う
こ
と
。
『
自
他
と
も
に
』
と
い

う
の
は
一
切
衆
生
。
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
仏
教
者
は
送
れ
る
」
と
語
っ
た
。

　
ま
た
、
同
研
究
所
副
所
長
の
藤
丸
智

雄
氏
は
「
現
状
は
少
し
ず
つ
平
和
に
近

づ
い
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
理

想
的
に
は
個
別
的
自
衛
権
も
集
団
的
自

衛
権
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、
現
状
の
平

和
を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
評
価

も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
む
た
め

に
、
心
の
中
に
平
和
を
つ
く
る
と
い
う

宗
教
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
大
き
な
力
に

な
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

数
十
、
数
百
の
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
で
あ

り
、
こ
れ
だ
け
で
極
端
に
事
態
が
変
わ

る
と
は
思
え
な
い
。
集
団
的
自
衛
権
は

簡
単
に
は
肯
定
で
き
な
い
が
、
論
点
整

理
で
も
分
析
し
た
よ
う
に
、
平
和
構
築

の
歴
史
の
中
で
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
」

と
意
見
を
述
べ
た
。

れ
な
く
な
る
と
思
う
」
と
話
し
た
。

　
さ
ら
に
小
原
氏
は
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
言
及
。
「
愛
国
心
と

３
・
１１
と
の
関
係
性
が
よ
く
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
絆
と
い
う
言
葉
に
乗
っ
か
る

形
で
さ
ま
ざ
ま
な
プ
チ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
出
て
き
た
。
今
も
国
家
と
し
て
危

機
に
対
応
す
る
と
い
う
流
れ
の
中
に
あ

り
、
政
治
の
右
傾
化
と
か
そ
の
現
状
に

対
し
、
社
会
は
結
果
と
し
て
十
分
な
批

判
力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
、

保
守
系
の
政
治
家
が
こ
の
状
況
を
巧
み

に
操
作
し
て
利
用
し
た
」
と
指
摘
。
宗

教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
迎
合
し
た
歴
史
の
反
省
と
と

も
に
、
「
国
家
に
吸
収
さ
れ
た
り
、
道

具
化
さ
れ
な
い
た
め
に
何
が
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
だ
が
、
問
題
は
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
明
確
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
日
本
社
会
に
は
見
当

た
ら
な
い
こ
と
」
と
話
し
た
。

　
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
古
賀
氏
は

「
す
べ
て
の
国
が
個
別
的
自
衛
権
し
か

行
使
し
な
い
と
合
意
す
れ
ば
、
戦
争
は

起
こ
ら
な
い
は
ず
。
武
器
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
戦
争
が
防
が
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
が
、
自
衛
の
戦
争
と
い
う
こ

と
で
い
ろ
ん
な
問
題
が
起
き
た
。
そ
れ

テ
ー
マ
絞
り

議
論
深
め
る

● 

発
題 

●　

古
賀
氏

● 
発
題 

●　

小
原
氏

こ
は
ら
・
か
つ
ひ
ろ
＝
同
志
社
大

学
神
学
部
教
授
、
同
志
社
大
学
良

心
学
研
究
セ
ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー

長
。
専
門
は
宗
教
学
、
比
較
宗
教

倫
理
学
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
。

こ
が
・
し
げ
あ
き
＝
フ
ォ
ー
ラ
ム

４
代
表
、古
賀
政
策
ラ
ボ
代
表
、へ

い
わ
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
５（「
御

同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
東

京
教
区
委
員
会
主
催
）
講
師
。

を考えていただきたいと思います。

　宗祖親鸞聖人は、出家者のための教えとしてではなく、さ

まざまな仕事をもち、生活をする在家者へ浄土真宗のみ教え

をお説きになりました。つまり、さまざまな課題や悩みを抱

えている人の生きる依りどころとなるのが、浄土真宗のみ教

えであります。み教えが多くの方の心に届くためには、教え

の伝え方を私たちが工夫しなければなりません。

　社会の問題は多面性を持ち、複雑化している場合が多くあ

ります。単純に解決を図ることは難しく、そのことによって

他の問題を生み出す場合もあります。私たちにとって大切な

ことは、まず社会の問題に関心を持つことであります。その

上で多様な意見を聞き、考え続けることが重要です。そして

私ができることをすることしか、解決方法はありません。

　今日のお話を通して、テーマであります「宗教と平和―武

器なき平和の可能性」について思索を深められ、宗門の歩み

へとつながりますことを期待しております。　　（一部省略）

　有識者の方のお話を通し、宗門

と宗門人として、私たちの歩む道
ご門主お言葉

◆ 

集
団
的
自
衛
権

◆ 

現
状
を
つ
く
る
も
の

◆ 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

◆ 

宗
教
者
の
役
割

◆ 

国
家
を
相
対
化
す
る

◆ 

社
会
性
と
倫
理
性

平和に関する論点整理

宗門教学会議

平和をめぐり、さまざまな視点から議論が繰り広げられた第４回宗門教学会議。（左から）丘山
願海、藤丸智雄、古賀茂明、小原克博、小林正弥、徳永一道、満井秀城各氏


