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「差別」と「区別」

昨
今
、
よ
く
話
題
に
な
る
セ
ク
ハ
ラ

や
パ
ワ
ハ
ラ
の
原
因
と
し
て
は
、
そ
の

相
違
に
優
劣
を
つ
け
、
価
値
観
を
押
し

付
け
る
、
そ
の
精
神
性
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

日
本
は
儒
教
思
想
が
相
ま
っ
て
、
上

が
絶
対
、
下
は
服
従
と
い
う
上
下
関
係

の
構
図
が
一
般
的
な
世
界
で
す
。
特
に

密
閉
さ
れ
た
社
会
組
織
に
お
い
て
は
、

違
い
に
よ
っ
て
優
位
な
地
位
を
保
つ
が

た
め
に
、
差
別
意
識
を
作
り
や
す
い
状

態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
例
え
ば
、

上
は
下
の
能
力
や
才
能
、
人
格
を
認
め

た
上
で
応
対
し
な
け
れ
ば
、
パ
ワ
ハ
ラ

と
化
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

男
女
で
も
生
殖
能
力
や
、
腕
力
の
差
を

振
り
か
ざ
し
て
言
動
す
れ
ば
、
セ
ク
ハ

ラ
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
で
、

難
し
い
こ
と
は
、
今
ま
で
の
社
会
は
、
そ

れ
を
黙
認
し
た
り
、
当
た
り
前
だ
と
思
っ

て
い
た
節
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
本
人
た
ち
は
悪
気

も
自
覚
も
な
く
差
別
を
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
す
。
日
本
仏
教
界
も
昨
今
は

そ
れ
が
露
呈
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、

私
達
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。

毎
年
、
こ
の
季
節
に
な
る
と
春

と
夏
の
狭
間
に
い
る
不
思
議
な
気

分
に
な
り
ま
す
。
少
し
前
ま
で
は

鶯
の
鳴
き
声
に
春
の
到
来
を
喜
ん

で
い
ま
し
た
が
、
梅
雨
が
明
け
れ

ば
、
蝉
の
大
合
唱
が
聞
こ
え
て
参

り
ま
す
。
虫
た
ち
も
お
と
な
し
く
、

雨
の
し
と
し
と
降
る
こ
の
「
間
」

の
時
期
こ
そ
、
季
節
や
命
を
一
層

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
本
号
で
は
「
区
別
」
と
「
差

別
」
に
つ
い
て
綴
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
昨

今
、
こ
の
相
違
が
な
さ
れ
な
い
が
た
め
に
、

誠
に
遺
憾
な
事
件
や
問
題
が
発
生
し
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
メ
フ
ト
の

タ
ッ
ク
ル
問
題
や
、
児
童
虐
待
問
題
、
セ

ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
問
題
。
こ
れ
ら
の
問

題
の
多
く
は
、
潜
在
的
な
差
別
意
識
が
原

因
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
仏
教
的
な

視
点
か
ら
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
は
、
こ
の
「
差
別
」
と
い
う
言
葉
は

元
来
、
仏
教
用
語
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、

今
の
社
会
的
な
意
味
と
は
異
な
る
意
味
を

持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
差
別
を
「
し
ゃ
べ

つ
」
と
読
み
ま
し
て
、
今
の
「
区
別
」
に

近
い
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
違
い
を
乗
り
越
え
た
世
界
こ

そ
が
悟
り
の
世
界
で
あ
る
と
、
お
経
に
書

か
れ
て
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私

達
人
間
は
、
必
ず
相
違
を
感
じ
て
し
ま
う

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い

る
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
社
会
的
に
使

わ
れ
て
い
る
「
差
別
」
は
、
そ
の
違
い
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
幼
稚
な
状
態
を

示
し
て
お
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
整
理
を
す
る
と
、
「
違
い

を
乗
り
越
え
た
悟
り
の
世
界
」
、
「
違
い

を
認
め
あ
っ
た
上
で
行
動
で
き
る
世
界
」
、

「
違
い
に
よ
っ
て
優
劣
を
つ
け
る
世
界
」

の
３
つ
の
世
界
に
分
類
で
き
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

順
に
３
つ
の
世
界
と
昨
今
の
問
題
を
参

照
し
て
、
書
い
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
「
自
分
を

大
切
に
す
る
よ
う
に
、

人
を
大
切
に
す
る
こ

と
」
こ
の
精
神
こ
そ
が
、

差
別
か
ら
区
別
へ
一
歩

前
進
す
る
こ
と
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

同
じ
人
間
は
一
人
と

て
い
ま
せ
ん
。
ふ
と
気

を
許
す
と
、
そ
の
違
い

に
優
劣
を
つ
け
、
自
分

を
大
切
に
し
た
が
り
ま

す
。
そ
の
気
持
ち
こ
そ

区
別
し
て
、
認
め
あ
い

な
が
ら
接
し
よ
う
と
踏

み
出
す
勇
気
が
昨
今
は

特
に
試
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。

6
月
6
日
放
送
の
『
た
め
し
て

ガ
ッ
テ
ン
』
と
い
う
番
組
を
た
ま

た
ま
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
面
白

い
内
容
を
放
送
し
て
お
り
ま
し
た
。

寝
た
き
り
や
脳
卒
中
、
心
臓
病

に
な
る
リ
ス
ク
を
下
げ
る
こ
と
が

で
き
る
行
動
が
２
つ
あ
る
と
い
う

の
で
す
。

そ
れ
は
、
「
人
に
親
切
に
す
る

こ
と
」
と
「
つ
な
が
り
を
も
つ
こ

と
」
だ
そ
う
で
す
。

こ
れ
を
見
た
時
に
、
正
に
仏
道

の
生
き
方
で
は
な
い
か
、
と
ピ
ン

と
来
ま
し
た
。
と
言
い
ま
す
の
も
、

こ
の
２
つ
を
仏
教
用
語
で
表
す
な

ら
ば
「
慈
悲
」
と
「
縁
起
」
で
す
。

番
組
で
は
、
生
物
学
的
に
は
、

人
類
は
協
調
し
て
生
存
し
て
い
た

た
め
、
周
り
の
人
に
親
切
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
遺
伝
子
が
各
器

官
の
炎
症
を
抑
え
る
働
き
を
し
て
、

未
病
に
な
り
、
寝
た
き
り
予
防
に

も
な
る
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、

つ
な
が
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、

特
に
高
齢
に
な
っ
た
時
の
寝
た
き

り
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
で

す
。
イ
ン
タ
－
ネ
ッ
ト
と
い
う
画

面
上
で
は
な
く
、
実
際
の
つ
な
が

り
こ
そ
が
、
大
事
な
よ
う
で
す
。

孤
独
は
心
臓
病
や
脳
卒
中
の

発
生
率
を
3
倍
に
し
て
い
る
と

の
デ
－
タ
も
紹
介
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
。
人
は
ど
う
や
っ
た
っ

て
1
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
。
地
域
の
方
や
、

仕
事
仲
間
や
、
趣
味
仲
間
。

必
ず
、
誰
か
し
ら
と
の
御
縁
が

あ
っ
て
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
御
縁
を
大
切
に
し
て
、
つ

な
が
り
を
も
っ
て
生
き
て
い
く

こ
と
は
自
然
の
道
理
で
あ
る
と

同
時
に
、
健
康
の
た
め
な
の
で

す
。
そ
う
い
え
ば
、
仏
教
界
を

見
渡
す
と
長
寿
で
健
康
な
僧
侶

が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
仏
道
に
則
っ
て
、
人
に
親

切
に
し
て
、
御
縁
を
あ
り
が
た

く
生
き
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な

生
活
が
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。か

の
お
釈
迦
様
も
、
あ
の
時

代
に
お
い
て
80
歳
ま
で
生
き
ら

れ
、
入
寂
す
る
ま
で
弟
子
た
ち

に
説
法
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

正
に
、
健
康
に
生
き
る
秘
訣

を
身
を
以
て
お
示
し
い
た
だ
い

た
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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そ
も
そ
も

施
餓
鬼
と
は
な
に
か

今
回
の
そ
も
そ
も
論
は
「
施
餓
鬼
」
で
す
。
毎
年
、
慣

例
の
よ
う
に
ご
案
内
を
お
出
し
し
て
い
る
施
餓
鬼
会
で
あ

り
ま
す
が
、
実
は
日
本
の
各
家
の
先
祖
精
霊
を
供
養
す
る

お
盆
と
は
、
異
な
る
背
景
と
し
て
発
展
し
た
行
事
で
あ
り

ま
す
。

施
餓
鬼
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
、
餓
鬼
に
供
物
を
施
す

こ
と
を
言
い
ま
す
。

昔
、
お
釈
迦
様
の
弟
子
が
、
餓
鬼
に
会
い
「
お
前
は
あ

と
3
日
で
死
ん
で
餓
鬼
に
な
る
ぞ
」
と
脅
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
免
れ
る
か
と
問
う
た
と
こ

ろ
餓
鬼
は
「
無
数
の
餓
鬼
と
多
く
の
僧
た
ち
に
食
を
施
し
、

自
分
の
た
め
に
仏
法
僧
の
三
宝
（
仏
、
法
、
僧
）
に
供
養

す
れ
ば
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
餓
鬼
も
救
わ
れ
、
お
前
も

死
な
ず
に
す
む
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ

に
従
っ
た
弟
子
は
３
日
後
、
死
な
ず
に
助
か
っ
た
と
い
う

お
話
が
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
施
餓
鬼
会
自
体
は
、
お

盆
に
１
回
と
い
う
も
の
で
は
な
く
毎
日
で
も
行
っ
て
よ
い

こ
と
な
の
で
す
。
（
僧
は
毎
日
行
っ
て
お
り
ま
す
）

そ
の
施
餓
鬼
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皆
様
は
功
徳
を
得
る
こ
と
が
出

来
、
各
家
の
ご
先
祖
様
へ
の
供
養
を
す
る
事
が
で
き
、
自
分
た
ち
も
幸

せ
の
道
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
お
盆
の
行
事
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
鎌
倉
時
代
以
降
に
定
着
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
行
事
を
た
だ
の
お
と
ぎ
話
の
よ
う
に
感
じ
て
、
先
祖
供
養
に
ま
つ

わ
る
お
話
と
し
て
終
わ
ら
せ
て
も
結
構
な
の
で
で
す
が
、
実
は
、
こ
の

行
事
は
、
ご
先
祖
様
だ
け
で
な
く
、
供
養
を
す
る
側
の
私
た
ち
の
心
を

整
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

お
経
は
伝
説
的
な
話
の
側
面
と
極
め
て
現
実
的
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
餓
鬼
と
は
、
実
は
自
分
た
ち
の
心
そ
の
も
の
を
表
し
て
お

り
ま
す
。

私
達
の
心
と
い
う
も
の
は
権
力
、
金
、
承
認
な
ど
な
ど
、
欲
に
ま
み

れ
て
い
る
時
も
あ
れ
ば
、
心
に
ゆ
と
り
を
も
て
て
い
て
、
大
ら
か
な
心

の
時
も
あ
り
ま
す
。
施
餓
鬼
と
は
そ
ん
な
自
分
た
ち
の
心
に
施
し
を
与

え
る
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
心
を
以
て
、
ご
先
祖
様
に

感
謝
す
る
時
間
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
施
餓
鬼
会
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
た
だ
ご
先

祖
の
た
め
に
お
墓
参
り
を
す
る
の
だ
け
で
は
な
く
、
折
角
の
機
会
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
御
縁
の
あ
る
方
や
、
横
に
い
る
方
、
そ
し
て
、
自
分

自
身
に
施
す
特
別
な
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
た
な
ら
、
と
願
っ
て

お
り
ま
す
。

１．結婚致しました

玄

関

お
家
に
は
必
ず
あ
る
玄
関
。
実
は

元
々
は
仏
教
用
語
で
し
た
。
字
を
見

て
み
ま
す
と
、
「
玄
」
と
は
深
い
悟

り
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
そ
の
関
門

と
な
る
場
所
。
つ
ま
り
、
悟
り
へ
の

入
り
口
、
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
お

り
ま
し
た
。

中
世
で
は
、
禅
宗
の
道
場
の
正
面

の
入
り
口
こ
そ
が
、
さ
と
り
へ
の
関

門
と
い
う
意
味
で
定
着
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
武
家
屋
敷
が
そ
れ
に
倣
い
、

入
り
口
を
玄
関
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た

の
で
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
玄
関
は
、

今
の
玄
関
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な

い
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
、
武
家
屋
敷

の
入
り
口
は
、
同
時
に
社
交
の
場
と

し
て
も
発
展
し
て
い
き
ま
し
た

家
の
接
待
場
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
非
常

に
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
為
、
玄
関
か
ら
出
入
り
で
き
る
の
は
家

主
か
来
客
の
み
で
あ
っ
て
、
妻
や
家
族
等
で

も
玄
関
か
ら
の
出
入
り
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
風
習
は
今
で
も
残
っ
て
お
り
ま

し
て
、
寺
の
玄
関
は
住
職
し
か
出
入
り
出
来

な
い
場
所
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

２．寺庭（僧侶の妻）の挨拶文

小
僧
た
ち
は
、
裏
の
勝
手
口

か
ら
出
入
り
す
る
の
で
す
。

現
代
で
は
、
玄
関
は
た
だ

の
入
り
口
と
化
し
て
お
り
ま

す
が
、
家
庭
こ
そ
が
修
行
の

場
と
考
え
、
悟
り
へ
の
入
り

口
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
必

要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

この度、常寛さんと結婚致しま
した恵利子と申します。
先日、お彼岸の際にもご挨拶を

させて頂いたのですが、私は常寛
さんと出会うまでは仏教やお寺に
ついて詳しくなく、まさかお寺の
方と結婚することになるとは思っ
てもいませんでした。しかし、ご
縁があり、このように嫁ぐことに
なりましたので、これからは仏教
のこと、普賢寺のことについて勉
強し、普賢寺を支えていきたいと
思っております。建設系会社に勤
務しながらですが、毎月28日の護
摩や、お彼岸お施餓鬼等には普賢
寺にて皆様をお待ちしております。

小野恵利子

小僧の常寛が、去る三月十七日
に普賢寺本堂にて、結婚式を挙
げさせていただきました。


