
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
二
〇
番
三

宗
教
法
人
淨
信
寺
収
益
事
業
部
羽
塚
孝
和

℡
（
〇
五
二
）

五
六
一
ー
一
七
三
六

　
　
　
　
頒
布
価
格
年
　
千

三
百
円

　
　
　
　 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
檀
信
徒
会
費
）

淨
信
寺
通
信

平和公園墓参のご案内

日 時 ： ８ 月 １ ２ 日 （ 木 ）

　 　 　 　 　 １ ３ 日 （ 金 ）

  午前８時頃～午後１時頃

　
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
四
日
早
朝
、
初
め
て
の
イ
ン
ド
の
お
釈
迦
さ
ま
の
遺
跡
を

尋
ね
る
九
日
間
の
旅
行
に
行
っ
た
。
中
継
地
の
タ
イ
の
首
都
バ
ン
コ
ッ
ク
で
、
反
政
府

デ
モ
が
行
わ
れ
て
お
り
無
事
行
け
る
の

か
心
配
し
て
い
た
が
、
そ
の
当
時
は
ま

だ
デ
モ
も
流
血
の
惨
事
に
は
な
っ
て
い

な
か
っ
た
。

　
バ
ン
コ
ッ
ク
の
空
港
近
く
の
ホ
テ
ル

で
一
泊
し
て
、
翌
朝
イ
ン
ド
の
ガ
ヤ
に

到
着
。
到
着
時
の
気
温
四
十
五
度
（
湿
気

が
な
い
の
で
、
日
本
の
暑
さ
で
は
な

い
）
。
か
っ
て
マ
ガ
ダ
国
の
首
都
で
、
最

大
の
都
と
し
て
文
化
的
・
経
済
的
に
も
、

栄
え
て
い
た
王
舎
城
の
あ
っ
た
ラ
ー
ジ

ギ
ル
が
、
イ
ン
ド
仏
蹟
遺
跡
の
最
初
の

訪
問
地
で
あ
っ
た
。

　
お
釈
迦
様
は
東
北
イ
ン
ド
で
活
躍
さ

し

ゃ

り

ほ

つ

れ
た
。
当
時
の
マ
ガ
ダ
国
で
舎
利
弗
、

も
く
れ
ん

目
連
な
ど
多
く
の
弟
子
に
恵
ま
れ
た
。

そ
の
マ
ガ
ダ
国
の
国
王
だ
っ
た
ビ
ン
ビ

あ
つ

サ
ー
ラ
王
の
篤
い
帰
依
を
受
け
た
。
古

代
イ
ン
ド
で
強
大
な
権
力
を
保
持
し
た

国
王
の
帰
依
を
受
け
た
こ
と
は
、
仏
教

い
し
ず
え

が
発
展
す
る
大
き
な
礎
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

ラ
ー
ジ
ギ
ル
は
、
霊
鷲
山
な
ど
小
高
い

五
山
に
囲
ま
れ
、
お
釈
迦
様
の
当
時
は
、

周
囲
四
〇
キ
ロ
の
城
壁
で
囲
ま
れ
て
お

の
こ

り
、
今
で
も
遺
さ
れ
た
城
壁
の
一
部
が

し
の

往
時
を
偲
ば
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
っ

た
竹
林
精
舎
や
霊
鷲
山
な
ど
で
多
く
説

法
を
な
さ
れ
た
。

『ガラム・パーニー』ヒンドゥー語では『熱
い水』と言われる温泉の有るヒンドゥー寺院

一番下のカーストの人達用の浴槽です
撮影禁止でしたので写真はネット引用

初
め
て
の
イ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
仏
教
遺
跡
の
旅

温泉への下る階段の手すり奥が湯船です

平成２２年夏号
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イ
ン
ド
の
温
泉
へ
入
浴

　
最
初
に
訪
れ
た
こ
の
ラ
ー
ジ
ギ
ル
に

は
、
カ
ル
デ
ラ
地
帯
で
温
泉
が
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
で
温
泉
に
入
る
と
言
う
事
な
ど

想
像
し
て
い
な
か
っ
た
。
露
天
風
呂
で
、

男
女
混
浴
と
言
っ
て
も
水
着
な
ど
を
着

て
入
浴
す
る
温
泉
で
、
イ
ン
ド
で
の
食

事
は
ど
う
な
も
の
か
と
の
危
惧
を
よ
そ

に
、
日
本
食
と
イ
ン
ド
料
理
が
イ
ン
ド

最
初
の
夕
食
で
あ
っ
た
。
食
後
に
希
望

者
だ
け
、
ラ
イ
フ
ル
銃
を
持
っ
た
数
人

の
ガ
ー
ド
マ
ン
の
護
衛
で
ラ
ー
ジ
ギ
ル

温
泉
へ
、
温
泉
の
周
り
に
は
、
日
本
で
言

う
湯
治
場
の
雰
囲
気
が
あ
り
、
簡
易
宿

泊
宿
や
、
夜
店
が
並
ん
で
い
た
。
温
泉

は
、
小
高
い
丘
の
上
の
、
小
さ
な
ヒ
ン

ド
ゥ
寺
院
の
院
内
に
あ
っ
た
。
当
初
の

話
で
は
、
温
泉
の
浴
槽
が
工
事
中
で
入

れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
の
話
で
し
た

が
、
仏
蹟
ツ
ア
ー
を
長
年
手
が
け
て
き

た
ト
ラ
ベ
ル
・
サ
ラ
イ
の
中
村
さ
ん
の

機
転
で
、
鍵
を
開
け
て
も
ら
い
、
特
別
に

入
浴
出
来
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
。
四
方

を
石
で
囲
ま
れ
た
、
急
勾
配
の
階
段
を

二
十
数
段
下
り
る
と
、
浴
槽
が
あ
り
、
砂

地
の
底
か
ら
は
、
心
地
よ
い
熱
湯
が
湧

き
出
し
て
お
り
、
貸
し
切
り
状
態
の
温

泉
の
湯
は
透
明
で
、
天
井
は
な
く
、
真
上

こ
う
こ
う

を
眺
め
れ
ば
、
月
が
皓
々
と
照
り
そ
そ

い
で
い
た
。
普
段
は
、
イ
モ
を
洗
う
ほ
ど

の
入
浴
者
で
賑
わ
っ
て
い
る
と
の
事
。

　
翌
日
、
改
め
て
こ
の
温
泉
の
あ
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
寺
院
に
参
拝
し
た
。
我
々
が

昨
日
入
浴
し
た
浴
槽
は
、
温
泉
の
最
上

階
の
場
所
、
湯
が
湧
き
出
し
て
来
る
湯

元
。
そ
こ
の
浴
槽
の
お
湯
が
、
滝
が
流
れ

出
す
よ
う
に
、
又
次
の
滝
へ
、
そ
し
て
そ

の
次
の
滝
へ
と
流
れ
落
ち
る
よ
う
な
浴

槽
が
上
か
ら
順
番
に
並
ん
で
い
た
。
入

浴
出
来
る
浴
槽
は
、
カ
ー
ス
ト
で
厳
格

に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
、
イ

ン
ド
で
の
最
初
の
カ
ル
チ
ャ
ー
・

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
我
々
が
入
浴
し
た
浴
槽
は
、
イ
ン
ド

で
の
カ
ー
ス
ト
の
最
高
位
の
宗
教
儀
礼

を
専
門
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
の
人
達
し
か

入
浴
で
き
な
い
場
所
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
外
国
人
は
、
こ
の
バ
ラ
モ
ン
階
級
の

人
が
入
る
温
泉
に
入
る
事
が
出
来
る
。

最
下
級
の
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
入
る
温
泉

は
、
上
部
の
浴
槽
か
ら
順
に
流
れ
下
っ

て
き
た
湯
を
溜
め
た
露
天
風
呂
で
し

た
。
洗
濯
を
し
て
い
る
脇
で
入
浴
す
る

小
さ
い
な
子
ど
も
を
連
れ
た
お
母
さ
ん

け

な

げ

が
、
健
気
に
子
ど
も
を
洗
っ
て
い
る
姿

を
遠
く
か
ら
見
て
、
改
め
て
現
代
イ
ン

ド
が
直
面
す
る
現
実
を
か
い
ま
見
た
気

が
し
た
。

　
現
地
の
ガ
イ
ド
の
バ
ン
シ
ー
氏
に
、

「
何
で
身
分
証
明
書
の
提
示
を
求
め
　

　
ら
れ
る
訳
で
も
な
い
の
に
、
ど
の
　

　
カ
ー
ス
ト
に
属
す
る
事
が
分
か
る
　

　
の
？
」
　

と
素
朴
な
疑
問
を
ぶ
つ
け
た
。
彼
曰
く
、

そ
れ
は
、
本
人
の
顔
つ
き
を
見
れ
ば
分

か
る
と
の
こ
と
。
外
国
人
の
小
生
か
ら

は
、
到
底
区
別
が
つ
か
な
い
、
小
さ
な
女

の
子
な
ん
か
可
愛
く
て
、
皆
同
じ
に
し

か
見
え
な
い
の
だ
が
、
現
地
の
人
に
は
、

判
別
が
出
来
る
そ
う
だ
。

　
旅
行
中
の
移
動
は
、
イ
ン
ド
の
国
産

の
大
型
バ
ス
。
冷
房
が
入
っ
て
は
い
る

が
、
道
路
事
情
な
ど
で
、
快
適
な
ド
ラ
イ

ブ
と
は
言
い
が
た
く
一
日
何
百
キ
ロ
も

移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
車

窓
か
ら
は
、
広
大
な
イ
ン
ド
の
田
園
風

景
が
延
々
と
続
い
て
い
た
。
小
さ
な
集

落
を
通
る
と
日
本
で
言
う
縁
日
や
お
祭

の
露
天
商
の
よ
う
な
店
が
並
ん
で
お

や

り
、
痩
せ
た
牛
が
い
た
る
と
こ
に
い
る
。

学
校
へ
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
子
ど
も
し

か
行
か
な
い
。
子
供
が
、
畑
仕
事
を
手

伝
っ
て
い
る
光
景
を
眼
に
す
る
。
住
ま

い
は
、
お
釈
迦
さ
ん
の
時
代
と
、
お
そ
ら

れ

ん

が

わ
ら

く
変
化
の
な
い
、
日
干
し
煉
瓦
に
藁
で

ふ

家
根
を
葺
い
た
小
さ
な
家
。
電
気
も
ガ

ス
も
無
い
。
ロ
ウ
ソ
ク
と
ラ
ン
プ
の
生

は

だ

し

活
。
跣
足
で
歩
い
て
い
る
人
も
珍
し
く

な
い
そ
ん
な
現
風
景
が
い
た
り
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
代
化
の
波
は
、
イ
ン
ド
の

こ
う
し
た
地
域
に
も
訪
れ
、
空
き
地
に

ご

み

は
、
不
燃
の
塵
芥
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
。

イ
ン
ド
の
大
都
会
で
の
一
般
事
務
職
の

月
収
が
二
万
円
ぐ
ら
い
と
聞
き
、
我
々

外
国
の
旅
行
者
が
泊
ま
る
ホ
テ
ル
は
、

イ
ン
ド
人
の
月
収
ぐ
ら
い
の
値
段
で
泊

も
く
よ
く

有
名
な
ガ
ン
ジ
ス
川
で
の
沐
浴
風
景
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ま
っ
て
い
る
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き

さ
に
、
驚
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
人

口
は
八
億
と
も
十
二
億
人
と
も
言
わ
れ

て
い
る
、
そ
の
食
料
を
賄
う
た
め
に
、
広

大
な
畑
に
は
、
小
麦
な
ど
が
栽
培
さ
れ

て
い
た
。

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

　
　
　
　
霊
鷲
山
へ
登
る

　
翌
朝
ホ
テ
ル
で
の
朝
食
前
、
ま
だ
薄

暗
い
う
ち
に
、
ラ
ー
ジ
ギ
ル
の
中
心
部

か
ら
六
キ
ロ
ほ
ど
南
の
グ
リ
ド
ラ
・

ク
ー
タ
山
へ
行
く
。
経
典
で
は
霊
鷲
山

（
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん
）
又
は
耆
闍
崛
山

（
ぎ
し
ゃ
く
つ
せ
ん
）
と
あ
る
。
釈
尊
は

こ
こ
に
逗
留
さ
れ
、
数
々
の
経
典
の
舞

台
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

例
え
ば
、
法
華
経
や
無
量
寿
経
や
観
無

量
寿
経
の
冒
頭
部
に
は
、

あ

な

ん

『
私
（
阿
難
）
は
こ
の
よ
う
に
聞
き
ま
し

た
。
あ
る
時
、
お
釈
迦
さ
ま
は
王
舎
城
と

い
う
国
に
あ
る
耆
闍
崛
山
（
ぎ
し
ゃ
く

つ
せ
ん
、
霊
鷲
山
の
こ
と
）
に
千
二
百
五

十
人
の
修
行
者
た
ち
、
三
万
二
千
人
の

諸
菩
薩
と
と
も
に
お
ら
れ
た
・
・
』

と
書
か
れ
て
い
る
。

　
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
は
、
お
釈
迦
さ
ま

ふ
も
と

の
説
法
を
聞
く
た
め
に
、
麓
か
ら
山
頂

ま
で
石
畳
を
敷
き
つ
め
階
段
を
作
っ

た
。
い
ま
も
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
・
ロ
ー
ド
と

親
し
ま
れ
て
い
る
道
を
歩
い
て
、
霊
鷲

山
（
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん
）
に
登
り
、
ご
来

光
を
仰
ぎ
参
拝
。
こ
の
時
も
、
警
察
官
二

人
の
護
衛
付
き
で
し
た
。
こ
の
霊
鷲
山

も
、
昔
か
ら
の
遺
跡
で
は
な
く
、
イ
ン
ド

で
の
仏
教
の
衰
亡
以
来
ジ
ャ
ン
グ
ル
に

埋
も
れ
、
長
い
間
そ
の
所
在
が
不
明

だ
っ
た
の
を
明
治
三
十
六
年
の
一
月
に

西
本
願
寺
の
大
谷
探
検
隊
が
、
ジ
ャ
ン

グ
ル
の
中
に
、
発
見
し
て
、
霊
鷲
山
と
断

定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
我
々
二
十
数
人
の
イ
ン

ド
仏
蹟
の
旅
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
又
機
会
が
あ
れ
ば
述
べ
た
い
。

　お釈迦さまの時代から、２５００年。いまだに、

インドは、カースト制という世界最大の差別の大

系との、気の遠くなるような、果てしのない戦い

を強いられている。（インド憲法は、カースト制度

の打破をうたい、平等原則を目指している。）

　インドのカースト制度には、宗教儀礼を専門と

するバラモン（司祭）を最上位に、軍事・政治を

つかさどるクシャトリア（王族、武士）、商工業活

動に従事するヴァイシャ（平民）、そしてその下に

は被支配民族のシュードラ（奴隷）という４つの

階級が有ると言われている。

　実際には、これは【ヴァルナ】と呼ばれるもの

で、それに【ジャーティ（生まれを同じくする集

団）】と呼ばれる伝統的な職業別細分化された集

団があり、例えば、最近はインドでは余り見かけ

なくなったと言われている蛇使いの集団（サペ

ラ）や洗濯夫の集団（ドビー）など、その数は２

０００とも３０００とも言われている。

　【ジャーティ】は、地域社会の中にあって、独

自の機能を果たしている。例えば自治機能をも

ち、他カーストの者と一緒に食事をしないなど

固有の諸規則を厳格に守り、固有の職業を先祖

代々世襲する集団である。同じ【ジャーティ】で

しか結婚できない制度が、現在でも継承されて

おり、異カースト（異宗教）間の結婚はごく稀

だと言われている。

　この【ジャーティ】と、前述の【ヴァルナ】と

は、異なった制度だが、現実には両制度は密接

に結合されている。各【ジャーティ】、四つの

【ヴァルナ】のいずれかに属している。しかし、

実際にはこれらの制度に入ることのできない

アウトカースト【不可触民・アチュート・ダリッ

ト】も存在するため、インドの社会は大きく五

つに区分されていると言われている。

参考資料：【カースト制度】の簡単な解説

霊鷲山の頂上での旅行参加者全員での勤行
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午前１０：００～

勤行・説教・おとき

　住職の法話

内容は？？？

聴いてのお楽しみに！

報 恩 講 勤 修

　
二
〇
一
〇
年
六
月
二
十
六
日
（
土
）
あ

い
に
く
の
小
雨
模
様
の
天
候
。
名
古
屋
東

別
院
本
堂
で
、
住
職
の
属
す
る
ス
ペ
ー

ス
・
サ
ラ
ナ
ン
主
催
の
、
法
然
上
人
八
〇

〇
回
・
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
の
御
遠
忌
お

待
ち
受
け
法
要
が
、
勤
修
さ
れ
た
。
福
井

県
か
ら
熱
心
な
ご
門
徒
の
団
体
参
拝
を

は
じ
め
、
約
六
〇
〇
名
も
の
ご
参
詣
を
頂

き
、
参
加
の
方
が
少
な
い
の
で
は
と
の
危

惧
を
よ
そ
に
、
多
く
方
に
ご
参
詣
頂
い
て

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
会
が
開
催
で
き
た
の
は
、

ひ
と
え
に
昨
年
の
自
坊
の
報
恩
講
で
お

け
ん

話
頂
い
た
、
東
京
大
学
の
伊
東
乾
先
生

の
助
言
と
指
導
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
本
堂
の
特
性
と
は
、
真
宗

が
な
ぜ
伝
播
し
た
の
か
？
参
加
者
全
員

が
感
動
を
共
有
で
き
る
法
会
は
何
か
？

　
斬
新
な
発
想
と
試
行
錯
誤
！
　
周
到

な
準
備
を
し
た
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ

も
有
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
既
存

の
発
想
か
ら
の
お
待
ち
受
け
法
要
で
は

な
い
、
新
し
い
形
の
法
要
の
ひ
な
形
出

来
た
の
で
は
な
い
の
か
と
、
自
負
い
た

し
て
お
り
ま
す
。

　
当
日
の
第
一
部
は
、
当
寺
の
報
恩
講

に
も
、
毎
年
ご
参
勤
さ
れ
て
い
る
慈
光

寺
住
職
の
伊
藤
孝
道
師
と
の
二
人
で

の
、
ふ
し
語
り
説
教
（
節
談
説
教
）
と
し

て
、
御
遠
忌
の
意
味
や
、
ご
和
讃
の
解
説

を
交
え
な
が
ら
、
時
に
は
笑
い
を
入
れ

て
ん
じ
く
も
ん
ど
う

て
の
「
天
竺
問
答
」
。
そ
し
て
、
親
鸞
聖

人
が
つ
く
ら
れ
た
数
多
い
ご
和
讃
の
中

か
ら
五
首
を
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
に
謡

ふ

し

わ
れ
た
「
今
様
（
い
ま
よ
う
）
」
の
節
譜

の
流
れ
を
く
む
お
能
の
謡
い
で
、
観
世

し
ょ
う

流
の
シ
テ
方
の
青
木
涼
子
氏
が
、
笙
と

り
ゅ
う
て
き

龍
笛
の
音
の
伴
奏
で
謡
っ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
七
五
調
の
和
讃
を
能
の
謡
い
で
聞

く
の
も
初
め
て
の
体
験
で
し
た
。

　
第
二
部
は
、
一
ヶ
月
前
に
急
に
決
ま
っ

た
稚
児
行
列
と
散
華
。
そ
れ
に
教
区
僧
侶

お

ぎ

有
志
に
よ
る
、
音
木
の
二
人
打
ち
に
よ
り

阿
弥
陀
経
で
の
勤
行
。

　
第
三
部
は
、
今
回
の
法
要
の
目
玉
で
、

な
に
ゆ
え

何
故
東
西
本
願
寺
に
能
舞
台
が
現
存
し

て
い
る
の
か
？
そ
の
謎
に
対
す
る
答
え

と
し
て
、
信
長
と
争
っ
た
あ
の
石
山
本
願

寺
の
本
堂
に
、
実
は
能
舞
台
が
あ
り
、
お

さ
る
が
く

能
（
当
時
は
猿
楽
と
言
っ
て
い
た
）
が
、
演

じ
ら
れ
た
。
そ
の
再
現
を
彷
彿
（
ほ
う
ふ

つ
）
さ
せ
る
本
堂
中
央
で
、
雅
楽
の
伴
奏

し

ま

い

あ
つ
も
り

ち
ゅ
う

ま
い

で
の
能
の
仕
舞
「
敦
盛
」
の
「
中
の
舞
」
の

披
露
。
雅
楽
の
伴
奏
で
の
仕
舞
も
恐
ら
く

初
め
て
の
経
験
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

し
ょ
う
じ
ょ
う
ら
く
し
ょ
う
し
ん
げ

　
最
後
は
、「
清
浄
楽
正
信
偈
」
と
題
し
て

雅
楽
伴
奏
で
全
員
で
同
朋
奉
賛
の
唱
和

と
、
同
じ
く
雅
楽
の
伴
奏
で
の
『
恩
徳

ひ

ら

ざ

讃
』
。
ま
っ
た
く
新
し
い
平
座
で
の
形
で

の
法
要
に
、
僧
俗
一
体
と
な
っ
た
感
動

と
、
驚
き
を
共
有
で
き
た
法
会
に
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
個
人
的
に
は

思
っ
て
い
ま
す
。

６００名の参加者全員での「清浄楽正信偈」唱和

慈光寺伊藤孝道住職と、二人かたり節談説教

別
院
で
お
待
ち
受
け
法
要
勤
修


