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　 は じめ に

　天 才画家の 名 をほ しい ままに した フ ィ ン セ ン ト ・
フ ァ ン ・ゴ ッ ホ 。 しか し 、 彼

自身が生 きて い る時 に売れ た 画 は た っ た 1枚だ っ た と伝 えられ て い る 。 天才 は究

して しば ら く後 に 、 そ の 称号 を与 えられた こ とに なる 。 それ は 同 じよ うに天 才音

楽家 と誰 もが認め るヴ ォ ル フ ガ ン グ ・
ア マ デ ウス ・モ ー

ツ ア ル トもそ うだ ろ う。

お よ そ 30年前 に 上 映 され た ア カ デ ミ ー賞作品 「ア マ デ ウ ス 」 で 描 か れ る主 人公

の モ ー ツ ア ル トは 、 自らの 才能が評緬 され ない 悲 しみ と孤独 に苛 まれ 、 失意の う

ちに交響曲 「レ ク イエ ム 」 を書き上 げなが ら死 を迎 える 。

　 ゴ ッ ホが 拳銃 に よ っ て 自殺 をはか り、 2 臼後に死 を迎 えた の は 1890年 7 月 末

の こ とで ある 。 その 月に描い た 「カ ラス の 群 れ飛ぶ 麦畑」 は ゴ ッ ホ 絶筆の 作 品 と

も伝 え られ て い る 。
ゴ ッ ホ は弟の テ オ に あて た書簡 で こ の 作 品の こ と をこ う記 し

て い る 。
「僕 は思い 切 っ て 悲 しみ や極度 の 孤独 を表現 しよ うと した 。 」 そ して 評論

家の 小林秀雄 は ゴ ッ ホ の こ の 作品 に衝撃 を受け 「これ は もう絵で は ない 。 彼は表

現 して い る とい うよ り寧ろ破壊 して い る 。 」 と語 っ て い る 。

　ゴ ッ ホ もモ
ー

ッ ア ル トも天賦 の 才 をかた ちに残 して逝 っ た 。 その 後の 評価 を自

らは知る こ とな くこ の 世 を去 る こ とに なる 。 しか しなが ら 、 彼 らの 遺 した もの は

その 後永 く、 数知れ ぬ 多 くの 人々 の 心 を射抜き、 魅 了 した 。 時を経て忘れ 去 られ

る もの と 、 時 を経て ず っ とず っ と語 り継が れ る もの 。 人 の 心 を突 き動か し 、 支 え

とな る もの 、 そ うした本物 に巡 り合え る な ら、 そ の 人 に と っ て そ の 出会 い は ず っ

とか けが えの な い もの とな るだろ う。

　い ま我 々 が 生 きて い る こ の 現代社 会 に は 、 圧 倒 釣 な 量 の 情報が 垂 れ 流 され 、

人 々 はそ の 渦に巻 き込 まれ て 疲弊 しきっ て い るか の よ うで ある 。 自分 に最 も適 し

た必要な情報が 何か も分か らぬ ま ま 、 そ の 波に翻弄 され 、 自らの 立 ち位置 も分か

ら な くな り、 自分の 姿を確かめ られ な い ままリア リテ ィ を喪失 して い る。 自分 に

とっ て何が 支え となるの か、 か けが えの ない もの が何か知 らない まま、
・無為に 等
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しい 情報の 波に息もで きな い あ りさ まで ある 。

　時が 流れ る 中で 、 本当に人の 心 を突き動か す ような本物で も、 見つ けられない

ま ま名 もな きままに 星屑 の よ うに 消えて い くもの も数多ある だろ う。 見い だされ

れ ば ゴ ッ ホ やモ …
ツ ア ル トの よ うにその 名も作品も、 真実を飛 び越 えて まで 語 り

継が れる 。 そ して 、 なかなか出会 い 難 き本物 に出会える な ら、 人 々 は 突き動か さ

れ 感極 ま り、 そ して 心揺 さぶ られ る刹 那 に 、 リ ア ル な自身を実感す る こ とに な る 。

だ か ら こ そ本物 が 目の 蘭 に あ る な ら、 そ れ を知 鞍得 る者 は本物 を広 く伝 え る使命

を負 っ て い る と言 え る か も知れ ない
。 リア リテ ィ を持つ こ とが 難 しい こ の 現代の

情報化社会 だ か らこ そ 、 自分 の 支 え とな りか けが えの ない もの を見 つ け る の が 至

難の 業で あ る今 だか ら こ そ 、 良い もの を伝 え弘め る こ とが我 々 僧侶 に も求 め られ

て い る 。

　つ ま り、 仏の 教えが 素晴 ら しい もの だ と実 感 してい れ ば 、 自然 と伝 えずには い

られない 。 垂 れ流 される情報の 激流 を突 き抜 けて 、 衆生 に届 け と願 わ ずに はい ら

れ ない 。 さ らに書 えば 、 寺 院の ご本尊 の その ほ とん どは 、 そ の 地で 長い 時間か か

っ て 覦 られて きた 聖 なる 存在 で あ る 。 長 い 歴 史の 中で その 地 の 人 々 が救 い を求め 、

支え として きた祈 りの 対象で あ る 。 良い モ ノ 、 本物だ か らこ そ長い 歳月 に 渡 っ て 、

今 もそ こ に存在 して い る 。 類 まれ なる 素晴 ら しい 存在 が こ こに ある こ とを忘れ 去

られ る こ とな く伝える の は 、我 々 の 使命で あ る 。 なぜ 、 教化を行 うの か ？　 その

問 い かけの 答えが こ こ に あ る 。 本鯰は教化の 現況 と将来 に向 けて の 教化 の あ り方

を 、 寺院 と檀信徒の 関係性の 中か ら探 っ て み た い 。 また筆者 が こ れ まで に伝道学

や 教化研 究に関 わ る教 育 ・研修機 会で 培 っ て きた こ とを こ こ に 書留め る こ とで 、

真言宗智 山派の 教化研究推進 の
一 助 に なれば幸い で ある 。

　1． 教化 とは何 か ？
一

何 を伝 える の か ？ど う伝 える の か ？

　「教化 とは何か ？」 とい う問い か けや教化の 概 念規定に つ い て は 、 もうす で に

様 々 な機 会に 述べ て きた の で こ こ で 詳 し く記 すこ とは避 けよ う。 シ ン プル に表せ

ば 「釈 尊や根 師 の 教 え （仏に成 る遡 を広 く社会 一 般 ・檀信徒 に流 布す る （伝 わ る）。 」

とい うこ とに なる 。 また伝道学 も教化学 、 教化研究 も教化 ・伝道 に 関す る研 究 ・

学 問 とい うこ とに な る 。 しか し 、 教化が 研 究や学問の 対象に な る の か どうか 、 こ

の 議論 は本 宗に お い て ほ とん ど喚起 しな い の が現状 で あ る 。 だが 、 宗 派が教 化鑑

進 を行政の 一 つ の 柱 と して 、 具体的 に推進施 策を策定 ・展開 して い る以上 は 、 そ
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の 推進施策の 効果 を検証 し、 新 た な施策を策定する ため の 研 究 は不可欠で ある 。

同時に 「伝 える側」 と 「伝 え られ る対 象」 さ らに は 「伝 え られ る内容」 と 「伝え

るた め の 方法論」 は 、 そ の 関係性 を含め て 充分 に EJf究の 対象 とな り得 る もの で は

ない か 。 釈尊や 祖 師の 教 えをい か に伝 えるか ？　宗派 は 、 寺 院 は 、 僧 侶 は 、 何 を

どの よ うに檀信徒に伝 えるの か ？　教 化研 究の 原点は こ こ か ら始 まる 。

　本宗に お い て は 、 古 くは伝 道 と言 わ れ 、 現在で は伝 道 よ りも教 化 と称 され るの

が 現状 で あ る 。 伝道 とは何 か ？と言 えば 、
「仏に成る道 を伝 え広め る 。 故 に 仏 の

世界を実感 し、 仏 と出会 い
、 仏 に 成 る こ とが 究極の 前提 とな る」 とい うこ とだ ろ

う。 で は 、 仏 の 世界 と は何 か ？　 仏の 世界 とは どこ にあ るの か ？と問 わ れ た ら何

と答 える の か ？ 「仏 の 世界 は 自坊 の ご 本尊 さ まが 祀 られ て い る空 間そ の もの 」 で

あろ う。
つ ま り伝 道 の 意味 を突 き詰 め る と 、 そ れ は 仏 に成 る こ との 意味 （成仏 論）

が 問 わ れ る こ とに な る 。 智 山勤行 式の 普回向文は まさ し くこ の こ とを我 々 に 問い

か けて い る 。

　成仏する た め に何が 必要か ？　 我 々 は真言僧侶 とな る際に 、 教相 ・事相 ・教化

を身に付 けて ゆ くわけだ が 、 こ の 3 つ の 関係性 を次の よ うに考える こ とが で きる

だろ う。

　　　教相 … …仏 の 教 え を正 し く理 解する

　　　　→ 　仏 に 成 る 道を広め る 。 そ の た め に は釈尊 と祖 師の 教 えを正 しく学ぶ 。

　　　事相 … …仏 の 教 えを実感 ・体 現す る

　　　　→ 　教相 を実感す る た め観法 ・法要 ・儀礼 な どを実践 し体現
・継承 す る 。

　　　教化… …体感 した こ とを表現す る

　　　　→ 　教 えの 正 しい 理 解 と体現 に よ っ て 得 られ る悉地を表現 し伝え る 。

そ して 、 こ の 教 相 ・事相 ・教化 は 真言僧侶 に と っ て 最終 目的 た る仏 に 成 るため 、

どれ も欠 くこ とがで きない もの で ある 。 普回向文に 「我 ら と衆生 と皆共 に 仏道 を

成ぜ ん こ とを」 とある ように 、 素晴ら しい 教 えを正 しく理解 し、 理解 した こ とを

体感 し、 身に染め た こ とを遍 く
一

切に及ぼす こ とが 、 その 目指す とこ ろ とな る 。

ゆ えに 表現 した こ とが伝 わる、 つ ま りは表現手 法の 実践 的展 開に よ っ て 相手に伝

わる こ と まで が教化 となる 。 伝道学は仏 に成 る道 とは何か を衆生 に伝 え 、 仏 に 成

る道 を共 に歩む こ とで あ る 。

　 こ の 教相 と事相 と教 化の 関係性 は、 ひ と り真言僧侶 の 内 にお い て バ ラ ン ス を保

ちなが ら培 わ れ る こ とが 望 ま れ る 。 教相 を学び 、 事相 を修 し、 世 間に 向か っ て 教
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化 を実践する 。 しか し、 こ の 理 想型 をその ま ま実現す る こ とは なか な か難 しい
。

寺 院の 法灯 を受け継 ぎ檀信徒 に応 え る現 場で は 、理想 と現 実の ギ ャ ッ プ に 誰 もが

忸怩た る思 い を山 ほ ど抱 えて しまう。 そ ん な焦燥感に塗 れ た 呪縛 に 苛 まれなが ら、

理想 を貫 くこ とが 叶わ ずに現 実 に時 間 を浪費する の が 現場で あ る 。 そ ん な現場 だ

か らこ そ 、 寺院に お い て我 々 は ひ たす ら檀信徒教化 に 打 ち込 む他 は ない の だ と思

う。 檀信徒 と接す る機会 と時問が 多けれ ば多い ほ ど、 檀信徒 の 切 実 な想 い が 痛い

ほ ど伝わ っ て くる。 檀 信徒 と共 に寺院で の 教化活動 を充実 させ る 。 そ うすれ ば 自

ず とい つ の 間 に か 、 事相 も教相 も身に付い て くるの で あ る 。 教相 を学 び 、 事相 を

修す る こ とが 必要 と次 第に感 じ取 る 。 そ れ こ そが 真 言寺院の 空 間で 行 われ る本来

の 行事で あ り教化 活動 で あ る 。 檀信徒 の ため の 教化活動 は、 真言僧侶 自身の ポ テ

ン シ ャ ル を引 き出す結 果 をき っ と導 き出 して くれ る 。 こ の こ とは智 山ジ ャ
ー

ナ ル

の 巻頭言 に 同 じよ うに述べ られ て い る 。

　2． 教化研 究 ・伝道学 の 要 素一 教化 に お け る種々 の構造

　真言宗智 山派 に お ける教化 研究 お よび伝道学 に つ い て 論 じる 際 に 「誰 を教 化す

るの か ？」 「何 を教化する の か ？」 「どう教化するの か ？」 とい う問題 に応 える こ

とが 求め られる 。
つ ま り教化の 構造 をどう明確 にするか で あ る 。 まずこ の 構 造 を

認 識 し、 そ の 構造 に最 も有効 な教化が 行わ れ る に は 、 何が必要 か を明 らか に して

ゆ くこ とが 求 め られ る 。 教 えを弘 め る た め の 教 化構造 の 考察 は 、教化研 究 に 欠か

せ ない 要素で ある 。 そ れ を以下 に考えて み た い 。

a． 宗団 に お ける教 化の 構 造

　既成教 団た る真言宗智山派が 展開する教化 は 、 か つ て は宗 団が教 化方針 と施 策

を打 ち出 し 、 そ れ に よ っ て 現場 の 寺院が檀信徒 教化 を行 う とい う 「理想 と現実の

ギ ャ ッ プ」 を生 み 出す もの で あっ た 。 こ の 組織構造 は 当た り前 の 組織論で ある が

現状 に ほ とん ど即応 しなか っ た 。 こ うした構造下 で 展開 され た教化運動 「つ くし

あい 」 が 効果 的に機能 しない の は 、
い ま顧 み れ ば 当然 の 帰結で あ る 。

「寺院 と檀

信徒の 理想 を求め るベ ク トル 」 に現場が応 じ られ なか っ た 。 なぜ 応 じられ なか っ

たの か ？　 そ れ は事件 （現実）が現 場で 起 こ っ て い る か らで ある 。

　現場 で 起 こ る問題 に適応 す る教 化推 進施策 を模索 したの は 各宗派 も同 じで ある 。

宗勢調査 に よ っ て 既 成教 団の 現 実 、
つ ま り宗 団の あ りの ままの 姿 を顕 わ に しよ う

と した 。 本宗 で は 、 宗勢調査 に よ るデ
ー

タの 蓄積 と、研 究機関が 主導 した地 方教
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紀研 究会 開催で 多 くの 宗内の 声 を集約する こ とか ら 「つ くしあい 」 に 変わる新 し

い 教 化推 進施策 の 策定の 環境が備わ っ た 。 そ して 、 智山教化セ ン ター が 企画 した

教化推 進施策は、 宗内議論 を経て 、 宗派 の 教化 推進施策 と して 平成 9年 4 月か ら

宗内に悉知 され る 運び とな っ た 。

　こ の 施策の 教化線織構造 は 「宗団 鮨 導者）
一

教区（教 匿長）
一 寺 院戯 職 ・教師 ・寺庭

婦人）
一

檀信徒」 で あ る 、、

一 見 、 何 の 変哲もない 構造 だが ポ イ ン トは大 き く 2 つ

あ る 。 ひ とつ は地 域性。 もう
一

つ は経済格 差が もた らす 寺院の 格差で ある 。 い わ

ゆ る 地域性 と経済性とい う日本社 会 の 構造その もの が本 宗 に も当て は ま り、 よ り

深刻 化 して い る 。 それ を どうするか ？で ある 。
つ ま り宗内で 教化推進を有効か つ

現 実的 に 行 うた め に は 、 地域 性 と経済性 の 格 差 に対応 で きる教化推進施策 を講 じ

な けれ ばな らな い
。 こ の ため の 役 割 を果 たす鍵が 「教区活動の 充実」 で ある 。 宗

務庁の 出先機関と して の 性質か ら教 区管内寺院の 活性化 をフ ォ ロ ー
し、 地域 人材

の 養成 ・確保 とい う宗派の 人材 養成の
一

翼 を握う役詞 を教区に期するの が こ の 組

織構造で ある 。

　寺院の 経済基盤が
一

層脆 弱に なる 中 、 個 々 の 寺院が笶行で きない 檀信徒教化 を

フ ォ ロ
ー

し、 管内住職
・
教師そ して 寺庭婦人会 ・布教 師会 ・青 年会が 総力 を結集

して 寺院 の 活性紀 を推進す る 。 そ れ はそ の まま宗派 の 教化推進 の み な らず行敢 の

施 策推進に もつ なが っ て ゆ く。 寺院が元気 に な らなけ れば 、 宗派の 発展 もあり得

ない とい う当た り前の 図式を 、 宗内 に早 く悉知す る こ とが急務 とな っ て い る 。 宗

団教化は 、 教区活動の 充実に よ り教化推進が機 能す る とい う構造に よ っ て 成 り立

つ の で ある 。

b． 寺 院に お ける教化の構造

　宗団の 教化構造の 次に 、 今度は寺院と檀信徒 に よる 関係性 を構 造的 に 見て み よ

う。 寺 院は どん な機能を有す るの か 、
厂寺院 と は何 か ？」 と問 わ れ れ ば そ れ は 、

ご本尊さ まをお麗 りする場所で あり、 仏の 世界を顕現する 空胃 とい うこ とに な る 。

「無 上甚深微妙の 法」 をビジ ュ ア ル 化 した もの 。 ご本尊の 浄土 で あ り、 檀信 徒 が

死 ん だ行 く先
… … と も雷 え る だ ろ う。 嵜 院の 中核は ご本尊で あ り、 仏 の 教 え を正

し く理 解 し 、 ご 本尊 へ の 信仰 を弘め る役 割 をそ の 寺院の 住職が担 っ て い る 。 そ し

て 、 そ の 寺院 と縁 あ る衆生 、
つ ま り檀儒徒が 寺院を訪れ る とい う構造を再確認す

る こ とが 必要で あ る。

　つ ま り 「ご本尊　住職 ・寺族一檀儒徒」 とい う構図で ある 。 檀信徒 が祈 る 時一
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亡 き人 の 冥 福 を祈 る 、 願 い が 叶 うよ うに 祈 る一 に は 、 檀 信徒 の 篤 い 想い を背 に 受

けなが ら 、 住職は ご 本尊 さ まと向き合い
、 ご本 尊さ まの 威力 に よ っ て 葬儀 で引導

を渡 し、 追善回向 、 さらに は祈 願 を成就 させ る 。 そ の
一．tsで 、 今度は ご本尊 さ ま

を背に して 、 その 教え を檀信徒 に向か っ て分か りや す く伝 え弘め るの で ある 。 住

職 は ご本尊 さ まと檀 儒徒の ご縁 を結 び 、 絆 を深め る媒介者 とい うこ とに なる 。
い

ま、 ご本尊 と檀 信徒 を結 び つ け る 役割 を我 々 は どれ だけ意識 し、 実践 して い る

か ？　 本尊の 存在 意義 、 本尊に対す る信仰 をその 地域 に伝 え広 め よ うと して心 を

砕 い て い る か ？　 い ま無縁社会 と言 わ れ る 現代社会 だか らこ そ 、 ご本 尊の 救 済を

地 域 の 人 々 に及 ぼ す こ と 、 それ が公益性 と も結 び つ い て くる の で あろ う。

　 「以我 功徳 力　如 来加持 力　及 以法 界力　普供 養而住」 の 意 味を、我 々 は今
一

度こ の 身深 くに刻 む こ とが 求 め られ て い る 。 ご 本尊の 威力 と檀信徒 の 救い を求め

る想い 。 その 橋渡 しを して ご縁 を結ぶ 。 だか らそ の た め に教化 が 必要 とな る 。
こ

こ に提示する教化構造の うち 、 特 に こ の 寺院にお ける教化構造に関する視点は 、

こ れか らの 寺院の 存在価値 、 存立基盤 を左右 する こ とに なる 。 また 、 すで に提言

して い る 菩提寺の 「ご本尊へ の 信仰心 を確立 す る 」 た め の 年 中行事 「本尊 まつ り

講」 は 、 檀信徒 と共 に ご本尊の 信仰 を育み 、 深め る 契機 と なる 。 さ らに寺院に起

居 す る住 職 ・教 緬は 、 ご本尊 の ご縁 日で の 本 尊法の 修法 、 御影供 や 報恩講 で の 修

法 も寺 院にお 祀 りされ る本尊 ・両祖 大 師へ の 報恩謝徳 、 寺 院 にお ける信仰 をか た

ち とす る もの で ある 。 毎朝、 法衣 を纏 っ て 勤行する こ とも含め 、 こ うした誰で も

す ぐにで きる実践が 、 寺院 活性化の 第
一

歩 と な る 。

c ． 家の宗教 （仏事 ・先祖供養〉の 構造

　家の 宗教は い ま 、 檀家 に確か に息づ い て い る の だろ うか ？　先祖崇拝は もは や

寺檀関係の 中に成 り立 た な くな っ て い る の か ？　 そ ん な危惧 を抱きなが ら 、 こ の

構造が 寺檀関係の 根幹 となる こ とを検め る 必要が あ る 。
「お仏壇 とは 何か ？」 と

檀信徒 に 問われ れ ば 「菩提寺の 中心 吶 陣）を凝縮 した もの 」 とい うこ とに なる 。

お 仏壇 を通 じて B 常的な祈 りを習慣化させ 、
一

方、菩提等の 年中行事で 非 臼常的

な祈 りに よる宗教 的感動 を培 う。 そ れ が 寺檀関係 の 基 盤で あ ろ う。

　つ ま り、檀家で は毎 日 、 お 仏壇 （ご本尊 と亡 き人 ： ご先祖 さま）に 向き合い
、

一・日の

無事 を祈 り、

一 日の 無事に感謝する 。 今い の ちあ る もの の 願 い を祈 り、 今は 亡 き

人の 冥福 を祈 る 。 家庭 にお ける お仏壇 は 、 日本 人に と っ て 日常 に祈 りを捧げ る聖

な る 空 間 と書 え る だ ろ う。 私 た ちは 、 H 常 の 生活 を仏 さ ま 、 ご先樹 さ まに 見守 ら
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れ る こ とで 日常 の 行 為を戒め て きた 。 生 活の 規 範 は、 お 仏壇 の 中の 空間 に照 ら し

合 わせ て きた の で あ る 。
「仏 さ まが見 てい る」 「ご先祖 さまに 申 し訳 ない 」 とい う

規範 は 、 現代社 会で は古 めか し く堅 苦 しい 感覚か もしれ ない
。 しか し、 お 仏壇 を

拝み 、 家 の 中 に 亡 き人 の 魂の 存在 を折 に触れ て 感 じなが ら暮 らす生 活様式は 、 こ

れ まで の 日本 人の モ ラ ル をか た ちつ くっ て きた と言えるの で は ない だ ろ うか 。

　日常 にお い て は 亡 き人 （ご先祖 さ ま）の 魂 を感 じ、 仏 さまの ご加護 を実 感す る 。

そ して 、 非 日常 に は 菩提 寺 を参詣 して 、 年中行事 に よっ て 四季折 々 に仏 の 世界に

身を置 き、 願 い が 叶うよ うに祈 る 。 また 亡 き人 の 仏事 （年 回忌 法要 な ど）を営み 、 追

善回向に よ っ て 現世安穏 ・後生 菩提 を祈 る 。
こ の よ うに 日常 と非 日常 に営 まれ る

習慣化 した仏事 に よ っ て 、家の 宗教 は脈 々 と伝 え られ 日本人 の 意識 に根付 い て き

た と考え られ る 。 こ うした構造 に よ っ て 家の 宗教 は 受 け継が れ た の だ が 、 もはや

こ れ まで 通 りに は な らない 状況 に 陥っ て い る 。 そ して 、 こ の 構造 の 崩壊 は今後 も

加速度 的 に 進 み 、 寺檀関係 は い まや 窮地 に追い 込 まれ てい る 。 寺院の 誰 もがそれ

に気づ きなが らも、 根深 い 問題 の 解決を先送 りに した ままに して い る 。

d． 寺院と檀信徒 の 信仰育成の 構造

　 こ れ まで家 の 宗教 が 日本 人の モ ラル 、 生活規範の 根底 に 根付 い て きた と述べ た

が 、宗教 意識の 希薄化 、 核家族化 に よ る家族形態の 変容は 、 家の 宗教 を引 き継 ぐ

素地 を根 こ そ ぎ絶や す現実 を生 み落 と して い る 。 家の 宗教 を復興
・
維持 しな けれ

ば 、 菩提寺 の 存 立 基 盤 が 危 うくな る こ とは 明 明 白白で あ る 。 寺 院は こ れ か ら檀 信

徒 の 宗教 意識 （家の 宗教）を ど うす る の か ？　 檀 信徒 に家 の 宗教 を積極 的 に 指導 教

育 して ゆ くの か ？　 その 他 の 檀信徒教化 を模索するの か ？　 い ま 、 寺檀 関係 は大

きな分 岐点 にあ る と言 える し、 寺院が こ れ まで の 活動で事足 れ る要素 は何 もな き

に等 しい だ ろ う。

　人 口減少 と少 子高齢化 （＝無縁墓 地 の 増加）、 宗教 意識 の 希薄化 は寺檀関係 を無条

件 に 弱体化 させ る 。 こ うした現況 に あ っ て 、 寺 院は何 をす れば檀信徒 との 絆 をい

ま一
度 、 強め て ゆ くこ とがで きる の か ？　

一
つ に は仏事を檀家任せ にするの で は

な く、 檀家に対 して 常に意識 的 ・積極 的 に 指導する機会を創る こ とが求め られ る 。

もう
一

つ は 檀家が 菩提寺 を訪 れる 機会 が 多くな る よ うに 工 夫 して 働 きか ける こ と

で あ る 。 どん な工 夫が 考え られ る の か ？　 年中行事を新 しく始め る 、
こ れ まで の

行事を活性化 させ る 。 また新 しい 教化行事や教 化活動 に よ っ て 寺門 に檀信徒 を招

き入れ る機会 を創る こ と も考 え られ る 。 故に本宗は、 教化年次テ
ー マ におい て 強
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調す る教 化活動 を提案 して い る 。

　 こ れ は 、 半世 紀前 に本 宗 で 推進 され た つ くしあい 運 動 の 際 に呼 びか け られ た

「家 の 宗教 （信 仰）か ら個 の 信仰 へ
… …

檀徒 か ら信 徒 へ 」 を具 体 的 に 実践す る取 り

組み で あ る 。 そ の 当時 よ りも寺院の 置か れ て い る状 況 はず っ と危うい 。 だか ら今

は 「家の 宗教の 復興 」 と 「個 の 信仰 を育む教化行事の 展 開」 の 双方 を、寺檀関係

を強化す る方策 と しなければな らない
。 もう面倒に 思 っ た り、 頭 か らあ きらめ た

り、 躊躇 して い る状 況 は過 ぎて い る 。 理 屈抜 きに 取 り組 まなけれ ば 、 寺院の ご本

尊の 法灯 は き っ と絶 えて しまう。 宗教意識 を培 い
、 檀徒 の 信仰 を育む機会 を寺院

が創 れ なけれ ば 、 その 将来は見 る影 もない
。

e． 菩提寺 へ の 信仰 と浄土 （死生）観 に よ る構造

　檀信 徒 の 信仰 を育 む 。 そ の 信仰 とは どの よ うな もの か ？　 仏 教 （釈尊）に 対 す る

信仰 か 、 祖 師で あ る弘法大師空海 に 対す る もの か 。 そ れ も勿論 で あ るが 、 こ こ で

は もっ と現 実的 な視点 を もと に 場面 を想定す る 。 家 の 宗教 と最 も密接 な菩提寺に

対す る信仰 、 つ ま り菩提寺の ご本尊 さまに対す る信 仰で ある 。 つ ま り寺檀関係 の

強化 をは か る際に最 も核心 とな る の は 、 菩提寺の ご本 尊さ ま と檀信徒 をい か に結

びつ ける か ？で あ る 。 お墓 をお参 りする こ とは あ っ て も、 ご本 尊 さ まに は手 を合

わせ ない
、 お参 りしない とい う風景が こ れ まで の 真言宗寺院で あ り、 檀信徒の ご

本尊に対す る意識は 、 信徒寺院に 比べ て か な り低い だろ う。

　寺檀 関係の 強化 の 最 重 要課題 は、 檀信徒 の 意識 を菩提寺の ご本尊へ い か に向け

るか ？　 本尊信仰 をい か に 育む かで ある 。 こ の こ と を宗団挙げて 教化推進の柱 と

す る こ とが 、 こ れ か らの 寺院の 存 続 に 関わ る こ とに な る 。 檀信徒 は 菩提 寺 の ご本

尊 を心 の よ りどこ ろ と し 、 支 え とす る 。 その た め に檀 信徒が い か に ご本 尊へ の 信

心 を発 し 、 培 うか ？　檀信徒 の 信仰 を育成 す る に は ど ん な教 化 活動が 必 要 か ？

檀信徒が ご本 尊へ の 信心 を深め る に は何が で きる の か ？とい う強 い 意欲 を抱い て

ひ とつ ひとつ 実践すれ ば、寺檀関係の 強化 は現実 的 な もの へ とか た ち を変 える こ

とに なる 。

　真言宗寺院の 本 堂内は仏 の 世界を顕現 させ た もの で あ り、 ご本尊 さ まの 浄土 を

ビ ジ ュ ア ル 化 した もの と も言 える 。 そ うした 意識 を我々 が どれ くらい 日頃か ら抱

き、檀信徒 に 説 い て い る だ ろ うか ？　 その 土 地 で 最 も由緒正 しい 聖 なる もの 。 そ

の 地 に暮 らす人 の よ りど こ ろ とな り、 暮 ら しを支 えて きた存在、 それ が菩提寺の

ご本尊 さ まで ある 。 そ して 、 檀信徒 が死 を迎 えれ ば菩提寺の 住職に 引導 を渡 され
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仏 と成 っ て 行 く先 で あ る 浄土 、 それ を 目の 当た りにで きる 空 間が ご本堂 で あ る 。

真言宗寺院住職が檀信徒 に引導を渡 して 迷わず成仏 させ る 。 だか ら、 我々 は 日々

の 勤 行 、 自行等 に よ っ て ご本 尊 の 威 力 （パ ワ
ー
）を頂 い て 身に 染め る の で あ る 。 菩

提寺 を持 つ 檀信徒 は成 仏 する こ とが す で に 約束され て い る 。 死 ん だ後 に は 、 菩提

寺 の あの 本堂 の 内陣にあ る世界 、 ご本尊の 浄土 へ と渡るの で あ る 。

　檀信徒誰 もの 密厳浄土 は 、 そ の 地 に ゆか りの 真言寺院で 目にする こ とが で きる 。

こ の ご本尊 さ ま と檀信徒 を引 き合 わせ 、
ご縁 を結ぶ

。 その 役 目を我々 は担 っ て い

る 。 だ か ら 、 ご本尊さまの 宝前で 発心式や 継承式を執行 して ご縁 を結 ぶ こ とを推

奨 して い る 。 密厳浄土 （菩提寺 ＝ 修行道場）で 仏 を信 じ、仏 と出会 い
、 仏 と成 る 。

こ

うした観点か らも、 檀 信徒 に と っ て 菩提寺の 存在価値 を簡潔に説 くこ とが住 職の

最大 の 役割 とな るの で ある 。

　3． 教化研 究 ・伝道学 の 範疇一 教化 ・伝道 を学ぶ た め に

　真言宗寺院 は 自 らの 存立 を支 える檀信徒 とい か に接するか ？　 檀信徒 の 心 に ご

本尊へ の 信仰 を抱 か せ る か ？　その た め に 、
い か に檀信徒 を寺院に招 き入 れ る

か ？　 寺院が こ れか ら存続 して ゆ くには 、
こ うした檀信徒教化の 方法論が必要 と

なる 。 現場の 寺院住職の 役割は 、 こ れ まで の 発想や慣習 とは 趣 を異 とす る だ ろ う。

檀信徒 と接する現場で 様々 な状況 を想定 した住職 ・教師を養成す る こ とが 、 こ れ

か らの 教化 ・伝 道学 に求め られ て い る 。 檀信徒 が 寺院 を訪れ る機会 を増 や す ため

の ノ ウハ ウ、檀信徒 と接す る ス キ ル をい か に 身 に付 けるか ？　 そ の た め の トレ ー

ニ ン グが教化 にお け る教 師養成 の 課題 で あ る 。
こ れ を踏 まえた体系的な教 師養成

の 教 育 カ リキ ュ ラ ム が 以下 の とお りで あ る 。

教化概論

教化各論

「教化論
一

教 化 とは何か ？」 「教化構造論」 「仏教信仰史」 「現

代教化史」

「本尊論」 「輪廻 ・業論一 死生観」 「先祖供養論
一

家の 宗教
・

仏事」 「葬送儀礼」 「宗教 体験 論」 「寺院活性論
一

年中 ・教化

行事」 「檀信徒論
一

檀信徒が望 む もの 」 「信仰救済論
一 檀信徒

の 信 仰育成」 「情報伝達論
一

表現方法」 「社 会 問題」 「地 域社

会貢献論」

教化演 習 1一 討論会 ・デ ィ ベ ー ト

　　　　　　「人 は死 ん だ らど こ へ 行 くか ？」 「信 じる者は救 われ るか ？」
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　　　　　　「戒名は なぜ 必 要か ？」 「魂 は存在す る か ？」 「宗教体験」 他

教化演習 1 一
グ ル ー プ （事例）研究

　　　　　　「葬 送儀礼 」 「寺 院年 中行事」 「仏 事」 「他宗派 の 教化」 等

教化演 習 皿
一 ロ ー ル プ レ イ

　　　　　　「檀信徒相 談」 「発心 （継承）式」 「結縁 灌頂」 「葬送儀礼」 等

教化実習 1

教化実習 1

教化実習 皿

「法話」 「文書伝道」

「御詠歌」 「写経 ・写 仏」 「巡礼 ・遍路 ・団参」 「寺小 屋 （青少幼

年教化）」

「阿字観実修」 「本尊法修法」 「作法集」 「修行体験」 等

　教化研 究 、伝道学 は、 こ れ ま で 「い か に伝 える か ？」 「何 を伝え る か ？」 が 主

題 とい うよ り、 住 職教 師が 主 体 で 檀 信徒 に何 をす るか 、 そ の 方法 ・技術論 に終始

して きた 。 また 、 こ れ ま で 教 団の 教 義が い か に社会問題 に コ ミ ッ トす る か 、 現代

社会にい か に 関わ る か 、 宗教 学や 社会学 的視 点か ら論 じ られ て きた 。 しか し、 そ

うした 教化研究の 手法で は 、 教 化の 本質論 に至 る こ とは もう難 しい 。

　教化研 究の 本 来の 目的 は 「い か に 伝 える か」 「何 を伝 え る か」 が 主 題 で あ っ た

が 、
こ れ まで 対象 となる檀信徒 を主体 とす る研究的視点は なかなか確立で きなか

っ た 。 また 、檀信徒 の 信仰 をい か に育むか 、 檀信徒 と共 に宗教 的感動 を得 る とい

う仏 ・本尊へ の 信仰育成 プ ロ グ ラム もこ れ まで の 教化研 究で は 、 ほ とん ど論 じ ら

れ て い な い
。 しか し、 檀 信徒 の 視 点 を強 く意識 しなけれ ば、 教化研 究の 本 質に行

きつ くこ とは 困難 で あ る 。 教 化 は 何 を どう伝 えるか 、 そ して それ が伝 わ っ た か ど

うか は 、 その 後 の 檀信徒 の 信 仰生活 、 そ の 教 え を支え と し拠 り所 と して きた か ど

うか に つ なが っ て ゆ く。

　また 、 檀信徒 が 胸 の 奥底 に秘 め る不安 、
「人 は死 ん だ ら どこ へ 行 くか ？」 「信 じ

る者は救わ れ るか ？」 とい う疑問に応 える術 を様々 な観点か ら学び 、 檀信徒の 安

寧に応 えるス キル を身に付ける こ と。
こ れ まで の 日本 にお ける仏教信仰の 流 れ 、

輪廻 ・業 や魂 の 存在 につ い て考え る機会を常 につ くる こ とが求め られ る だろ う。

教 理 と現実 の 不安 を 、
い か に結び つ け るか とい う感性 を養 うこ とが何 よ りも必要

と な っ て くる 。 そ して 、 こ れ か ら住職 ・教 師 に なる 人材の 養成に は 、 檀信徒 と共

に 歩 み 信 仰 を育 む姿勢 が最 も大切 で あ り、 それ を教化
・
伝道の 根幹 と して 教 育 ・

研修 を積 む こ とが 、 こ れ か らの 住職 に求 め られ る 。 そ の た め の カ リキ ュ ラ ム を こ

こ に提案 した 。 単に知識 を学 ぶ だ けで な く、
ロ ー ル プ レ イや 意見交換 、 グル ー プ
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研究、 実修な ど寺院の 現場 で 即実践が 可能 とな るス キル を身につ ける こ と に 重 き

を置 い て い る 。

　4． 本宗に お ける教化 の 実際一 現在 の 教化推進の 実体

　真言宗智山派にお ける教化推進 の 実際は 、

　　　  寺院の 現場で 檀信徒 と教化活動 を実践で きる 人材 の 養成

　　　  人材養成 、 教師の ス キル ア ッ プの た め の 研修体制の 拡充

　　　  教化推進 ソ フ ト（テ
ー

マ
・実践理謝 の 構築

　　　  寺院で 活動 を実践 で きる教化 ア イ テ ム の 整備

の 4 つ が柱 と な る 。 こ の 教 化推進施 策は宗勢 （総合）調 査 の デ
ー

タ及 び宗 内諸機 関

の 見解 、 そ して 各教 区 な どの 研 修機会 で の 参加者の 声 を可 能 な限 り反映 して 構築

され て きた 。 そ れが 以下 の 真言宗智 山派の 教化推進施 策の 実体 、 全容で ある 。

a． ス ロ
ー ガン （テ ー

マ ）運動の 継続

　昭和 40年代 に 日本 中 に吹 き荒れ た新 宗教 の 教化 運動 は 、 既成教 団に衝 撃的 に

外圧 と して 及び 、 既成教団も教化運動の 推進 を余儀な くされ た 。 真言宗智山派に

お い て も 「つ くしあい 理念に基づ く教化運動の 展開」 に よる教化推進が 始まっ た 。

こ の 時の ス ロ
ー ガ ン が 「つ くしあい 」 で あ り、 こ れ に連動 して 教化関係の 宗派 出

版物 に は 「生 きる力」 の 言葉が 冠 され た 。 こ うした教化運 動の ス ロ ー ガ ン は運 動

形骸化 の 象徴 と揶揄 され る こ とが 長 く続 くの だが 、 真言宗智山派で は 平成 9年度

よ り 、 そ れ まで の 教 化運 動 の 体 制 につ い て徹底 的 な検証 を企 て 、 新 しい 教 化推進

施策 を構築する に到 っ た 。 こ の 新展 開 にお い て 、 何 よ りもまず教化 の ス ロ ー ガ ン

を提示するか どうか 諸々 の 検証が な され た が 、 最終的に は宗内外へ 新 しい 教化推

進施策に 関する情報発信を行う際に 、 寺院や檀信徒 に分か りや すい 目標 となる テ

ー マ ない しはス ロ ー ガ ン が や は り必要 とい う認識に至 り、 教化 目標 「生 きるカ
ー

安 らか なる心 を求めて 」 を提案 した 。 また 、
こ うした 目標 が 形骸化する こ とを避

け る た め 、 教 化 目標 を 「中長 期 的 （4 年間）目標」 と して 、 その 下 に 具体 的 な寺 院

の 教化活動 の 指針 とな る 4 年 間の 「教化年 次テ ー マ 」 を以 下の よ うに 設 定す る こ

とに した 。

　　　1年次 「檀信徒が 智 山勤行式をお 唱えす る よ う徹底 をはか ろ う ［」

　　 　2 年次 「檀信徒 が 日常 的 に礼拝す る こ と を奨励 しよ う 【」

　　　3年次 「檀信徒 と共 に宗教 的感動 を体験 しよ う 【
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一

御詠歌、写経 ・写仏 、 巡礼 ・遍路 ・団参」

　　　4 年次 「心 に 安心 の 感得 を 目指そ う 1一
阿字観 、 発心式 、 結縁 灌頂」

　教化 目標 とい うス ロ ー ガ ン を大 き く掲 げ 、 しか し 、 そ の ス ロ ー ガ ン が 色 あせ な

い ため に具体的か つ 実践可 能な活動 を年次テ ー
マ として 発信 し、 檀信徒 と宗教 的

感動 を共感す る ス タ イル を考案 した 。 こ うした教 化活動 を檀信徒 と実践する こ と

で教化 目標が 達成で きる道筋を指 し示 した の で あ る 。

b． 個の信仰育成 （自己実現 ）の ための具 体的 ・実践 的 プロ グラ ム

　 こ の 教化 年次 テ ーマ の 提 案 は 、 その ま ま寺院で 檀 信徒 に は た らきか け 、 共 に実

践 で きる もの を想定 して い る 。
「智 山 勤行 式の 唱和 の 徹底」 と 「お 仏壇 の 礼 拝 の

奨励」 は、寺院の 檀 家が 家 の 宗 教や 仏事 を受け継 ぐた め に 欠 かせ ない 営 み で 、 お

仏壇の 荘厳 ・礼 拝 を奨励 し 、 各家の 仏事 を根付 かせ る た め に最低 限必要 なこ とで

あ る 。 こ れ まで は各檀家 が 、
「家 の 宗教」 を 自 ら伝 えて きた わ けだ が 、 現在 の 社

会状況 で は 、 こ れ まで 当た り前 に伝えられ た もの が 、 い つ の 間にか 喪失 され 、 受

け継 がれ な くな りつ つ ある 。 その 原 因は 様 々 に考 え られ る だ ろ う。

　物理 的に は居住 空 間の 劇 的変 化一 家の 中心 に あ っ た 仏壇が邪魔 にな る現 況一
や 、

核 家族化
一

家 の 宗教の 伝 承 の 困難 さ
一

等が大 きな要 因 となろ う。 檀家任せ に した

家の 宗教 ・仏事の 伝承 を、 寺院が積極 的か つ 懇切丁寧 に 指導す る よ うに 意識 を変

え、 現実 に 対応 す る こ とを呼び か けた 。 家の 宗教 の 「復興 と維持」 が こ の 2 年に

渡 る 教化年 次テ
ー マ の 底流 に ある 意図で あ り、 こ れは こ れか らの 寺 院存立 の 根 幹

を成す もの で もあ る 。

　家 の 宗教 と仏事は 、 こ の 現代社 会が こ れ まで の 家族形態 の 崩壊 を容認する な ら

ば 、 共 に連動 して家 の 宗教 も崩壊 の 道 を加速度的 に進 め る こ とに な る 。 しか し 、

こ の 社会 は 「家意識」 の 崩壊 を簡単 に受 け 容れ られ る の だ ろ うか ？　 確 か に 見た

目には 「家意識」 の 崩壊 は始まっ て い る 。 完全に崩れ去 るか の よ うな勢い で 進展

して い る よ うに見 える 。 だ が 、 果 た して 本 当 に 「家意識」 は崩壊 す るの か ？　 同

じよ うに墓 参す る 人 々 か らは 、 本 当に 先祖 崇拝意識が 抜 け落 ちて い る の か ？　現

に 、 墓 に対 す る 意識調査等 、 デ
ー タか らは そ う読み 取れる 。 しか し 、 実際に は潜

在 的 に我 々 が綿 々 と受け継い で きた仏事や 先祖 崇拝が 、 そ う易々 と現 代人 の 意識

下 か ら喪失 して しま うとは 未だ に信 じ られ な い 。 む しろ 、現 代人 の ポ テ ン シ ャ ル

に宗教意識 は 深い 眠 りに 陥 っ た まま なの で は な い か と確信 的理 解を未だ に抱 い て

い る 。

（88）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



CHISAN-KANGAKU-KAI 

NII-Electronic Library Service 

真言 宗智山派にお ける教化研究 （伝道学）の 現 況 とこれ か ら （片野）

　家の 宗教 を復 興 し維持 しなが ら、 い ま寺院が ダブ ル ス タ ン ダー ドと して もう
一

つ 取 り組む必要に さ ら され て い る の が 、 個の 信 仰 を育 む活動 を営 む こ とで あ る 。

寺 院が檀信徒教 化 に 取 り組 まな けれ ば 、 自 らの 存続が お ぼ つ かな くなる 時代 をす

で に迎 えて い る 。 檀家 の 家族
一

人
一

人 が菩提寺の 年中行事や 教化行事 （活動）に 参

加す る に は何 をする か ？　 檀信徒 がお寺 を訪れ る に は ど うした らい い か ？　 その

活動 を ど う告知す る か 、 檀徒一 人一 人の 心に信仰 を育ませ る こ とをイメ
ー ジ しな

が ら寺院活動 を営む 時代が到来 して い る 。

　個の 信仰を育む こ とが所詮 、 理想だ と考える寺院住職 も恐 ら く多い だ ろ う。 確

か に現実はそれ ほ ど上手 くい かない
。 理 想を語 っ て い る だけで は 生 きて行 けな い

。

しか し 、
「現実 に 目を 向けた ら、 そ ん な こ と は机 上 の 空論 だ」 と思 っ て しま うな

ら 、 寺 院 は単 なる 風景 の 一部 とな り、寺院 に存在感 を見 出す檀信徒 は誰 もい な く

な っ て しま う。 そ の 発想 が長 い 歳 月の 中で 積み 上 げられ 、今 日の 寺 院の 現 況 と檀

信徒 の 宗教 意識 の 希 薄化 を招 い て きた 。 そ の 張本人 は我 々 自身な の で あ る 。

　個 の 信 仰 を育 む手立 て は 、 仏教 に は い くつ も培われ て い る 。 迷 える衆生 を救う

方法論 は数多も編み 出 され て 、 こ れ まで 仏教の 救済機能 と して 整 え られ て きた。

そ して そ の 機能 は こ れ まで に充分す ぎる 効果 を発揮 し実践 され 実証 されて い る 。

素晴 ら しい 教 えが あ り、 救済の た め の 実践活動 （ノ ウ ハ ウ）を装 備 して い る か らこ

そ 、仏教 は今 日 まで 脈 々 と息づ き、 人 々 の 篤い 信仰を集め て い る 。 そ うした 機能

が ある こ とを知 らぬ ま ま 、 その 機 能 を発揮 させ る能力 を身につ け なけれ ば 、 実践

的活動 も理想 とい う机上 の 空論 と化 して しま う。 教化年次 テ
ー

マ で 提 案す る教 化

活動 は どれ も皆 、 苦 しみ 、 迷 える 衆生 を癒 し 、 生 きる力 を漲 らせ る もの で あ る 。

そ して寺院の 年中行事 や教化活動 を意識 して 活動すれ ば 、 檀信徒の 信仰 はい つ か

発 し、 育まれ 、 深 まっ て ゆ く、 そ うした 信仰 プ ロ グ ラ ム が 、 す で に 自然 とか た ち

つ くられて きた 。 だか ら仏教 は無上 甚深微 妙の 法 なの で ある 。

c． 現場 （寺院 ・教会）で檀 信徒 と接 す る人材 を養成 す る研修機会

　こ うした 仏教 な い しは真言宗がず っ と培 っ て きた機 能を認識 し、 その 機能 を実

践 向きに 変換 した教化活動 を檀信徒 に指導で きるス キ ル を身に つ ける機会 は 、 教

化推進施策の 最大の 柱 とな る 。
つ ま り宗団が行 う教化 の 多 くは 、住職 ・教 師 ・寺

庭婦 人 な どの ス キ ル ア ッ プ をは か る人的研鑽の ため の 研修機会 を多く創 り、 更に

はそ うした研 修機会の 質的向上 をは か る プロ グ ラム を構築す る こ とで ある 。

　こ の た め に 、 真言宗智山派主催 の 研修機会は この 十数年に渡 っ て 意識的 ・積極
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的に拡充 をは か っ て きた 。 その 主 な もの を挙げれ ば以 下の とお りで ある 。

　　　 教 師総合研修会 、 智 山伝 法院講座 、 阿字観指導者養成 講座

　　　 青 少幼年教化 指導 者養成講座 、寺子 屋 交流 会

　　　寺庭婦人講習会 、 寺庭婦 人入 門講習会 、 寺院子弟講習会

　　　教化活動実践 セ ミナ
ー

、 愛宕薬師フ ォ
ー ラ ム

　　　檀信徒研 修会 、 別 院真福寺阿字観会 、 写経 ・写仏智積院大会

　　　 その 他 （※ 平成 25年度 よ り住職主管者講習会 ・布教 師養成所が加 わる予定）

　 こ れ らの 研修機会は 、 住職 ・教師対象の もの 、 寺庭婦人対象の もの 、 寺庭婦人

も参加可能な もの 、 檀信徒対象の もの とそれぞれが有機的に連関 し合 っ て い る 。

特 に近年は 、 寺庭婦人 や檀信徒 も共 に宗教 的感動 を得 られ る研 修機会 を提供す る

傾 向 とな りつ つ あ る 。 檀信 徒 が 参加 で きる研 修会 や 檀信徒対 象の 研 修機会で は 、

参加 した住職 ・教 師が檀信徒 に直接 、 実践的 に 指導で きる 機 会 と位置付 け 開 か れ

て い る 。 住職 ・教 師 ・寺庭 婦 人 ・檀信徒 が 共 に研 修 で きる オー プ ン な機 会 を模索

す る こ とで 、 檀信徒教 化を 、 身を持 っ て 実感 しなが ら 、 互 い に 学べ る 利点 を生 か

そ うとい う試み で ある 。

　 また研修内容 、
つ ま り研修 プロ グ ラ ム の 充実もこ うした研修機 会 に欠か せ な い 。

前述 した伝道学や 教化研究の 教育 ・研 修カ リキ ュ ラ ム をベ ー ス と して 、 更 に内容

の み な らず 、 研 修形式も様 々 な手法を取 り入 れ る こ とが求 め られて い る 。 寺院が

檀 信徒教化 を実践 す る場 面 を想 定 した事例研 究や ロ ー ル プ レ イ 、 意見交換やデ ィ

ベ ー ト、 グル
ー プ研究発表な ど参加者が 身を持 っ て 研修 で き、 ス キ ル を高め られ

る機会が ウ エ
ー

トを 占め る こ と に な る 。 檀 信 徒教 化 に は 「教 え を正 し く学ぶ 」

「理 解 した こ と を実 感す る」 そ して 「実感 した こ とを表現 して伝 わ る」 とい う教

相 ・事相 ・教化の リ ン クが 欠 か せ な い
。 だか ら こ そ 、 教化研修 の テ

ー
マ は 多岐 に

渡 るだ ろ うし、 現 実 ・現場 に 即 した テ ー マ 設 定が求 め られ る 。 こ うした研修機会

の 拡 充は宗団の 存立 と宗団教化の 生命線で あ る 。 何 故 な ら 、 研修機会の 拡充 は人

材の 養成 に最も効果が 期待で きる もの で あ る し、 それが宗祖 弘法大師の 「法は人

に よ っ て 弘まる」 の お言葉 を体現 す る もの に他な らない か らで ある 。

d． 寺院 を活性化 （元気に）させ る地域研 究会 （教区教化研 究会〉

　宗派が 研修機会 を さまざまに 拡 充する こ とは 、 そ こ で 実施 される研修機会 の 内

容、 研修プ ロ グ ラ ム の 質的向上 に つ なが る 。 そ れ と同 時 に、 宗派主 催 の 研修 機会

の 充実は勿論で あ るが 、 現実 的に宗 派が開催 する研修機会に 宗内住職 ・教 師 ・寺
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庭婦 人 等が 参加で きる 可 能性 は時 間的 ・物理 的 に 限 りが あ る 。 また 寺 院 にお ける

檀信 徒教化 に よ っ て 生 じる 問題 は 、 その 地 域 に よ っ て 大 きな差異が ある 。 地域格

差 の み な らず寺 院の 基盤 と なる経済格 差 も当然 な が ら拡大す る
一

方な の が現状 で

あ る 。

　 つ ま り宗派主催 の 研修機会 に参画で きる 人材 は ほ ん の 恵 まれた
一

握 りに過 ぎな

い 。 そ して檀 信徒教化 を実践 で きる人材 を広 く養成す る に は 、 こ れ だけで は 十分

とは 言い 難い 。 そ の 地域 に起居 す る寺 院の 住 職 ・教 師 ・寺庭婦 人 ・檀信徒が 無理

な く研修で きる機会を創 り出す こ とが 、 宗団教化の 次の 柱 とな る推進施策で ある 。

こ うした こ とか ら地域格差 とそれ に伴 う構造的 な経済格差 とい う本宗の 現況 に対

応 する教化推 進 と して 「教 区 を核 とす る寺 院の 檀信徒教化の 展 開」 をはか る施策

を講 じた の で ある 。 そ の 地域 の 特性や習俗 に応 じ られ る寺院の 檀信徒教化につ い

て 、 情報 ・意見の 交換 の 場 、 更 に は事例研 究や 議論が で きる 研修機会 、 教化 をテ

ーマ と した研 究会 と して 発足 した の が 教 区教化研 究会 で ある 。

　 こ の よ うに 地域 の 特性 を活 か した テ
ー マ に よ る 教化研 究会 は 、 発 足 か ら 10数

年 を経 て 開催教 区 は増 えて きた もの の 、 まだ まだ 開催 の 重 要性が し っ か りと認識

さ れ る まで に は至 っ て い ない
。 教 区の 参加者が 自分 達の 身近な問題や 興 味深い テ

ーマ に つ い て 研鑽で きる こ の 機会 は、 教区に よ っ て は寺庭婦人の 参加 を受け入 れ

る教 区 もあ る 。 寺院で 起 こ る問題 は 、 住職 と寺庭婦 人が 共有す る 問題 と して 山積

して い る 。 そ うした 中で 教 区管 内の 人 材 の 養成 を教 区が積極 的 に推進す る こ とは、

その ま ま管内寺院の 将 来の 活性化 につ なが っ て ゆ く。 先 を見据 えた人材 の 養成 は

寺院 の 明 日 をか た ちつ くっ て ゆ く。 そ して こ の 研修機会 の 充 実 を はか る に は 、 宗

派主催の 様 々 な研修機会 の プロ グ ラ ム を参考 に しなが ら、 教 区が 自由に 独 自の 研

究会 を企 画 して ゆ くこ とが何 よ り求め られ る 。

　例 えば昨今の 葬送儀礼事情 は 、 地域 の 特 性が 色濃 く出 る 問題 で もあ る 。 また現

在話 題 とな っ て い る様 々 な社会 問題 （自死、い じめ、檀信徒相 談、地域興 し、青少幼年教

化等）に取 り組 んで み る の も興 味深 い だ ろ う。 前 述 した とお り 「人 は死 ん だ らど

こ へ 行 くか ？」 の テ
ー

マ の もと、 仏事 ・葬送儀礼 ・戒名の 意義 ・霊魂観 ・墓 地問

題等 の 具体 的話題 が 提供 で きる し、
「信 じる者 は救わ れ る か ？」 が テ ー マ な ら 、

本尊信仰 ・教化 活動 に よる信仰育成 ・自己実現等につ い て 意見交換す る こ とも考

え られ る 。
こ うした テ ーマ は 、 そ の 場 限 りで イベ ン ト的 に行うの で は な く、 数年

に 渡 っ て 同 じテ ー マ を教 区内で じ っ く り取 り組 む こ と も必 要 で あ る 。 こ うした地
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域 に 根 差 した研究テ
ー

マ が積み 重 ね られ れ ば 、 それが 本宗に おけ る教化研究 へ の

一
翼へ と つ なが っ て ゆ くこ とに な る は ずで あ る 。 現場 、 実践 か ら積み 上 げられ る

研究成 果 は 、 後の 真言宗智山派の 教化推進施策へ 結 びつ くこ と に もなる だ ろ う。

e． 教区 管 内寺院の檀信徒 の た め の ミー テ ィ ン グ （檀信徒教化推進会議 ）

　教 区が宗 団教化 の 地域 の 中核 とな る もう
一

つ の 要 因は 、 管内寺 院 にお い て 経済

的基盤 が脆 弱で檀信徒 教化が 十全 に 行 え ない 寺 院 を フ ォ ロ ーす る こ とにあ る 。 兼

職等に よ っ て 教化 活動が 思 うよ うに 行 えない 寺 院の 檀 信徒が 真言 宗の 教 えに触れ

られ る た め に 、 教 区が 寺院 を フ ォ ロ ー して檀 信徒教化 を行 う機会 が教 区檀信徒教

化推進会議で ある 。 また 、

一
寺院で 実行が 難 しい 教化活動や 信仰 育成 プ ロ グ ラ ム

を教区が 主催 して 、 檀信徒が真 言密教 の 世界 を体感で きる機会に もな る 。 教区管

内の 寺院に 所属す る檀 信徒が 等 しく研 修機会 を得 られ る の もの で 、 こ の 研修 機会

は寺院住職 ・
寺庭婦 人 ・寺族 ・檀信徒 が

一
堂 に会 して 、 共 に 宗教 的感動 を分 か ち

合 うミ
ー

テ ィ ン グ とな る の で ある 。

　近年の 真言宗智 山派の 教化は 、 寺院住職 ・教 師 ・寺庭 婦人 と檀信徒が 同 じ機会

に 共 に 仏 に 祈 り、 仏 と出会い
、 仏 を感 じる こ とを特 に意識 して い る 。 こ れ は 普回

向の 精神 を体現す る もの で もあ り、 それ ぞれ の 立場 は 違 っ て も、 同 じテ
ー

マ や話

題 につ い て 、 共 に 考 え 、 共 に励 み 、 共 に実感す る こ と を 目的 と して い る 。 寺 院が

檀信 徒教化 を行 う際の 閉塞感 や 限界を突 き抜 けて 、 地域性 をある程度共有する真

言寺院が 、 檀信徒 と共 に 仏の 世界 を観 じる こ と こ そが 、
こ れか らの 地域格差 、 経

済格差を少 しで も薄め て ゆ く研修機会 へ とつ なが る可 能性 を期待す る もの で あ る 。

こ の 教化推進会議が そ うした 根深 い 問題 をすべ て 解決 で きる わ けで は ない が 、 こ

うした 活動が 地 域 興 しや 、 新 しい 檀信徒教化 の 将来 へ の 道筋 を見 出す契機 と成 り

うる か も知れ ない
。 それ こ そが 、 教 区が本宗 の 教 化推進施策 の 中核 と位 置付ける

理 由で あ る 。 何 も しない まま手 を こ まねい て い て も何 も解決 しない 。 出来る こ と 、

可能性 の あ る こ と を探 し出 し トラ イす る しか 、 未来 は 拓 け な い だ ろ う。

f． 教化活動ア イ テ ム の 環境 整備

　こ れ まで 、 寺院で 檀 信徒 の た め に新 し く何 か教 化活動 を行お うとい う意欲を住

職 ・教師 ・寺庭 婦人が抱 い て も、 何 を行 っ た らい い の か 、 檀 信徒 に どう指導 して

い い の か分 か らない
、 だか ら行 えない と挫折す るケー

ス が幾つ もあ っ た だろ う。

ま た 、 実 際 に教 化活動 を始 め て はみ た もの の 、 檀信徒 に 自信 を持 っ て指導で きな

い 、 不安や疑問を抱 えなが ら 自己流の 活動を続けて い る とい う声も耳 に して きた。
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檀信徒 に教化活動や 仏事 の 指 導 をい か に行うか 、 そ うした教育や研修が こ れ まで

正 当に具体的に行われ て こ なか っ た 智山派の 現実が こ こ にあ る 。

　葬送儀礼や 年中行事に つ い て も、 宗派 の教 義に 照 らすよ りも 、 その 地域 の 習俗

や 慣習 に よ っ て 師僧が修 して きた こ とをその まま行うこ と も現場の 寺院で は あ り

得 る こ とで ある 。 そ うした 中 、 新 し く檀信徒 と接す る機会 に 、 我 々 は い わ く言い

難い 不安 を抱 えた まま 、 寺 院で 活動 を修 して ゆ く宿命 と もい える 不条理 さ を抱 え

て い る 。 教化活動 を通 じて 檀 信徒 を指導す る際 に、利 便 性 に優 れた 資料 ・教材 、

不 安 を拭 い 去 れ る 簡 潔 明瞭 な 指導法 （マ ニ ュ ア ル）が あれ ば … … そ う した こ れ まで

声 に な らない 声 に応 える た め に 、 本宗は 、 寺院で 檀信徒 教化 を行 う住職 ・教師 ・

寺庭婦人 が 少 しで も自信 を持 っ て 実践 で きる環境 を整備 し よ うと取 り組 ん で きた 。

教 化活動 を行 う際 に檀信徒 に配布 して 指導 ・実践で きる資料 、 指導の た め の 手引

書 、 備品（教化ア イテ ム 等）な ど を製作 し 、 すぐに 寺院で 教化活動が 開催で きる よ う

企画 した 。 そ して 、 そ うした ア イテ ム を活用 し、 指導で きる ス キル を身に付 ける

研修機会が前 述の 教化研 究会等で ある 。

　また 、 寺院 にお い て 教 化活動が 行える とい う環境 を広報す る た め に 、 檀 信徒 向

けの 情報誌 、 教化活動 へ の 理解 を深 め る パ ン フ レ ッ ト、 教 化年 次テ
ー マ 啓 発の た

め の しお り、 ポ ス タ ー等 を作 製 して きた 。 さ らに教 師 ・寺庭婦 人が 檀信徒 教化 を

実践する必 要性 を説 く情 報誌や 、 教化活動 をす ぐに行 える ハ ン ドブ ッ ク を作製 し

て 啓発 に努め て い る 。 以下 に 出版物 と教化 ア イ テ ム を紹介 して お く。

【教 師用】

智 山 ジ ャ
ー

ナ ル 、 教 化 ラ イヴラ リ
ー

、 教化推進 ハ ン ドブ ッ ク 、 発心式作法 、 阿字

観本尊、 阿字観作法 、 写経 セ ッ ト、 写仏 セ ッ ト、 密厳流御詠歌 CD 、
「自死対 策」

リ
ー

フ レ ッ ト等

【檀信徒用】

生 きる力 SHINGON 、 智 IJ」檀信徒叢書、教化推進 しお り、 教化 年次 テ
ー マ ボ ス タ

ー
、 ポ ス タ

ー
カ レ ン ダ

ー
、 柱掛 け カ レ ン ダー

、 教化推進パ ン フ レ ッ ト 「お仏壇」

「智 山勤行式」 「御詠歌」 「写経」 「写 仏」 「巡礼遍路 団参」 「発心 式」 「阿字観」 「結

縁 灌頂」、 青少幼 年 リ
ー

フ レ ッ ト、 十善戒絵説 き図 、 リ
ー

フ レ ッ ト 「拝 む心 と十

善戒」 「阿字 の 心 と十善戒」 等
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　 5， 本宗に お け る教化伝道学 の 展望 一 新 しい 教化研 究 へ の 取 り組 み

　我々 は い ま 、 この 現代社会 とい う時代 に 生 を受け 、 寺院に 身を置い て 、 仏教 ・

真言宗の 教 えが素晴 ら し く凄い モ ノ か を、

一
体 どれ くらい 身に 染 み て 感 じて い る

の だ ろ う。 こ こ に至 る まで
、 日本にお い て 仏教寺 院が脈 々 と法灯 を受け継 ぎ 、 そ

の 地 に存立 して きた の か 。 それは こ の 教 えが 、 そ の 時代 を生 きる 人 々 を苦 しみ や

迷い か ら掬い 取 っ て きた か ら… …
、 人の 支え となる本物 の 教 えだ っ たか らに他な

らない 。 長 い 歴 史 と伝統 の 中で 、 培わ れ て きた 衆生 を救う手立 て を有 し、 今 もな

お 、 そ れ が 充分 に 機能 して い る か ら 、 人々 は寺 院に参詣 し、手 を合 わせ 、 祈る 。

しか し 、 本物の 教 え 、 法灯 はい ま、 寺 院に起居 す る我 々 に よ っ て 廃れ よ うと して

い る の で は ない だ ろ うか 。

　本当に良い もの は長 きに 渡 っ て伝 え ら れ る 。 だ か ら古 き もの は長 く伝 え られ て

今 日に存在 して い るか ら本物で あ る と も言 える 。 大学で 数年間 、 学生 に ア ン ケ
ー

トを行な っ た 時 「古臭くて 堅苦 しい もの 」 それが仏教の イ メ ー ジだ と多 くが 答え

た 。 そ うした イ メ
ー

ジ を植 え付 けたの は今を生 きる我々 自身で ある 。 抹香 臭い と

言 われ なが ら も、現在 、 ア ロ マ セ ラ ピー
や 仏像ブ ー ム が世 間を賑 わせ て い る 。 し

か しそ うした話題 は 、 我 々 か らは 何故か 距離の ある遠い 存在の よ うに感 じられ る 。

弘法大 師 1150年御 遠忌 の 頃 の 密教 ブ
ー ム も今は 昔の 趣 で あ る 。 我 々 は い つ も世

間の 求め に 敏感に は な りきれ ない
。 求 め に応 え られ な い 体 質が既 成教 団の 実態で

あ る 。 だか らまず教化 を行 うの か ？　 教化 を行 っ た と こ ろ で 徒 労 に 終 わ る こ と に

な る と考 えて 諦め て しまうの か
……

。 我 々 は 選択す る時 を向えて い る

　抹香臭い イ メ ー ジ に 塗れた教 えは 、 しか し本物で ある 。 そ して 、 そ の 教 えは生

きと し生 ける もの を しっ か りと掬い 取 る威力 を備えて い る 。 だ か ら真言宗智山派

は 、 法が 人に よ っ て 弘 まるが 故に 、 人材 を養成す る シ ス テ ム （宗派
・
教区の研修体制

等）を教 化推 進施策 の 柱 に 据 え 、 推進 の た め の 指針 （教化 目標 や 年次テ
ー

マ ）を掲げ 、

現場の 寺院が 教化 活動 を実践 しや すい 環境整備 を進め て きた 。

　こ うした調査 デ
ー タ と生 の 声 を集約 し、 本宗寺院の 現況 を踏 まえて教化推進施

策 を構 築 し実行 に 移 す 。 さ らに施策 の 効果 ・結果 を改 め て 調査 デ ー タ と種 々 の 意

見 を収集 して 、 次 の 施 策 に活 かす 。 こ の よ うに 「調 査→ 議論 → 施 策の 構築 → 実施

→ 効果」 の 積み 重 ねが 、 現代社会 にお ける教化研 究の 主軸 となる の で ある 。 現 場

に 還元する 研 究成果 を求め る こ との ない 教化研究 とか伝 道学 は 、 そ の 意味合 い が

極 め て 薄 い と言 わ ざる を得な い
。 教化研 究 は こ れか らの 教化推進施策 を創 出する
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た め の 研究
・
学で あ り、 現場 （寺院）で 生 じる 問題 を推測 し、 将来的 にか つ 現場 に

よ る見地か ら効果 的な施策 を教化面か ら提案す る こ とが 求め られ る 。 また 、 こ れ

まで の 検 証 ・研究 よ り導 き出 され た 教化推進 （寺院の 活性化策な ど）施策 を実施する 。

さ らに 、 施行す る教 化推進 を宗派 ・教 区 ・寺院各 レベ ル で 議論 ・意見交換 して 研

究成果 を積み 上 げ 、 宗 内さま ざま な レ ベ ル で得た成果 を次代 の 教化推進施策に 反

映 させ る こ とが 必要 で ある 。
「寺院を元気 に する」 施策 は机 上 の もの で は な く、

宗内の 情報 の 共有 、 研修 、 情報 ・意見交換 、 議論の 集約 か ら生 み 出 される の で あ

る 。 仏 の 教 えと社会 （問題）との 接点 、 また寺 院の 社会 的存在意義 とい う視点は教

化研究の
一

部分 、 主 た る 目的の 参考資料 に過ぎな い 。 宗団が 、 寺院が檀 信徒教化

をい か に行うか ？　何 を ど う伝 えるの か ？　 そ して その 効 果が い か な る もの か ？

こ うした 視点 を主 眼 と しない と教化研 究の 本質に は踏 み入 れ ない の で あ る 。

　 ま　と め

　本宗の 教 化推進施策は まだ まだ道半ばで あるが 、 施策 の 基本線は概 ね確立 され

た と考 えられる だろ う。 何 を伝 えるの か 、 どう伝 える の か とい う教化推進の 骨格

み は 組み 立 て られ た 。 後 は 、 寺院の 現況をい か に 改善 させ るか 、
つ ま り行政 的な

施策 を的確 に講 じない 限 り、 せ っ か く構築 され た教化推進施策 も寺 院 を活性化 さ

せ 、 檀信徒 を元気づ ける こ と と結 びつ か ない
。 行政的施策 とは 何か ？　そ れ は寺

院の 墓 地 問題や 兼務寺 院問題 （寺 院統廃合）等で あ る 。 既 成教 団の 行 政が こ れ か ら

果た す役割 は 、 多岐 に わ た るばか りで な く、特 に全 国の 末寺 の 存 立 を将来 的に ど

うして ゆ くの か ？　末寺の 存立 に し っ か りと関 わ り、 そ れ ぞれ の 現況 を仔 細 に 把

握 して 、 宗派 と して の 対応 、 方向性 を打ち出す こ とが 必要 で あ る 。
い まこ の 問題

に取 り組 まない と廃 れ る寺院が 後か ら後へ と続 くこ とに な り、 宗派 の存在 自体が

必ず危うい もの とな る。

　ブ ー ム の 最 中で も 、 仏 教 の 素 晴 ら し さ、 その 奥底 まで は なか なか伝 わ らない
。

それ は ブ ー ム が あ っ て も、 現代 人が どんなに救い や癒 しを求め て も 、 仏教 界ない

しは寺院が 、 わが 教 えの 素晴 らしさ 、 そ の 深い と こ ろ を伝 えよ うと しない 現実 が

あ る 。 何故な らそ れ は 、 伝 え られ る術 を 身に付 けて い な い か らで あ る 。 そ して 、

われ われ 自身が 仏教の 素晴 らしさ自体を確信 して い な い か ら、 ブ
ー ム はい つ しか

廃 れ て しま う。 寺院に と っ て こ れ か らの 現実 は きっ と過 酷 な もの とな る 。 過疎 地

問題 、 墓地 問題 、 自死 問題 、 さ らに は青少幼年 に対す る教化等の 宗内啓発 と具体
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的対応 、 特に過疎 地 と兼務 寺 院問題 、 墓 地問題 は宗派行政 と して もこ れか ら喫緊

の 課題 とな る 。 寺院が元気 に なる要素は 、 経済的基 盤 と人 が 集まる環境整備の 双

方が か み 合 っ て 初 め て生 まれ て くる 。 そ の こ とを宗派が 熟知 して サポ ー
ト体制 を

構築 しなけれ ば 、 宗 派 自体が体 を成 さな くなる 。

　教化研 究 とは仏 の 教 え 、 祖 師の 想い が 法灯 と して 受 け継が れ る た め に何 が 必要

か を考究する もの で ある。 廃れ る もの と受け継が れ る もの 。 しか し 、 そ れ は 人 に

よ っ て その 成 否が 決せ られ る 。 人 に よ っ て 法が弘 まるの で ある な ら 、 人 と拠 点 と

なる 寺 院が元気 に活動で きる場 を創 らなければ な らない
。 宗教 ・文化 ・芸 術が 後

の 世 に語 り継が れ 、 人 々 の 心 に 明 りを灯 す 。 その 橋渡 し役 を仰せ つ か っ た の は誰

で あ ろ う我 々 真言僧侶で あ る 。 真言寺院 に起居 する もの の 宿命、 そ うして 選 ば れ

た 誇 りを胸 に刻 ん で 、 なぜ 檀信徒教化 をす る の か ？と い う自問 自答 に応 えた い も

の で あ る 。

　本宗 の 教 化推進 の 息吹 きが 、 全 国の 山あい や 海辺 に たたずむ寺院に伝わ っ て ゆ

くこ と、大震災で 被災 され た寺院の 復興の
一 助 に つ なが る こ と、 そ れ ば か りを切

に願うもの で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 以 　 上

〈キ
ー

ワ
ー

ド〉寺 院活性化、寺檀 関係、 ご本尊 さ まに祈る 、 仏 さまと出会 う
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