
仏
教
学
者
の
石
飛
道
子
さ
ん

い
し
と
び
み
ち
こ

を
お
招
き
し
、
10
月
９
日
に
第

５
回
「
法
話
会
」
を
開
き
ま
し

た
。
以
下
は
そ
の
抄
録
で
す
。

--
--
-
-
--
--
-
-
--
--
-
--
-
--
-
--

人
間
を
蓮
華
に
た
と
え
た
ブ
ッ

ダ
の
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
。
世
界
を
見
渡
す
と
人

間
は
九
種
類
に
分
か
れ
る
。
汚
れ
の
少
な
い
者
と
多

い
者
、
感
覚
の
鋭
い
者
と
そ
う
で
な
い
者
、
善
い
形

よ

相
の
者
と
そ
う
で
な
い
者
、
教
え
や
す
い
者
と
そ
う

で
な
い
者
、
来
世
に
恐
れ
を
抱
く
者
。
そ
れ
は
ま
る

で
青
い
蓮
華
や
赤
い
蓮
華
、
白
い
蓮
華
の
よ
う
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
水
面
か
ら
出
な
い
も
の
、
水
面
に
接
し

て
立
つ
も
の
、
水
面
か
ら
出
て
立
つ
も
の
の
三
通
り

あ
っ
て
九
種
類
あ
る
の
と
全
く
同
じ
だ
と
。

さ
ら
に
ブ
ッ
ダ
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
を
説
い
て

い
ま
す
。
欲
望
が
か
な
っ
た
と
き
は
嬉
し
い
も
の
だ

が
、
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、
人
は
壊
れ
て
い

く
。
ゆ
え
に
自
ら
の
欲
望
に
気
づ
き
、
避
け
て
生
き

る
べ
き
だ
と
。
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の

欲
を
抑
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
。

わ
た
し
た
ち
は
暴
流
に
翻
弄
さ
れ
る
舟
の
よ
う
だ

ぼ
う
り
ゅ
う

と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
人
生
と
い
う
暴
流
に
漕
ぎ
出

し
て
、
向
こ
う
岸
に
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
舟
は
壊
れ
て
水
漏
れ
し
て
い
る
。
些
細
な
水
漏

れ
も
、
や
が
て
舟
を
沈
め
る
ほ
ど
の
水
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
気
づ
い
た
ら
水
を

汲
み
出
し
な
さ
い
と
ブ
ッ
ダ
は
言
い
ま
す
。
壊
れ
て

い
な
い
舟
が
良
い
に
決
ま
っ
て
ま
す
が
、
わ
た
し
の

舟
は
所
詮
壊
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
壊
れ
た
舟
し
か

わ
た
し
に
は
無
い
の
で
す
。
手
元
に
あ
る
、
使
え
る

も
の
だ
け
で
彼
岸
を
目
指
し
て
渡
る
わ
け
で
す
。

か
く
い
う
ブ
ッ
ダ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
暴
流
を
渡
っ

た
の
か
。
ブ
ッ
ダ
は
言
い
ま
し
た
。
「
わ
た
し
は
止

ま
る
こ
と
な
く
、
力
を
入
れ
て
も
が
く
こ
と
な
く
、

暴
流
を
渡
り
ま
し
た
。
立
ち
止
ま
る
と
き
、
実
際
、

沈
み
ま
す
。
力
を
入
れ
て
も
が
く
と
き
、
実
際
、
流

さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
、
力

を
入
れ
て
も
が
く
こ
と
な
く
、
暴
流
を
渡
っ
た
の
で

す
」
。

大
乗
仏
教
で
は
向
こ
う
岸
へ
渡
る
、
到
彼
岸
と
い

と
う
ひ
が
ん

う
こ
と
が
よ
く
出
て
き
ま
す
が
、
小
乗
仏
教
に
は
あ

ま
り
語
ら
れ
ま
せ
ん
。
人
間
は
欲
が
湧
く
も
の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
を
避
け
る
よ
う
に
と
ブ
ッ
ダ
は
言
い
ま

す
。
欲
を
避
け
る
こ
と
、
そ
し
て
水
が
入
っ
て
き
た

ら
掻
き
出
す
こ
と
。
そ
の
二
つ
で
人
生
を
生
き
て
い

か

く
こ
と
が
で
き
る
と
。
誰
か
こ
の
方
法
で
、
彼
岸
に

渡
っ
た
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
と
探
し
た
ら
、
妙
好
人

み
ょ
う
こ
う
に
ん

に
出
会
い
ま
し
た
。
妙
好
人
と
は
浄
土
真
宗
の
篤
信

と
く
し
ん

の
信
者
の
こ
と
で
、
な
か
で
も
因
幡
の
源
佐
さ
ん
が

い

な

ば

げ

ん

ざ

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
妙
好
人
の
語
源
は
「
念
仏
す
る

も
の
は
人
中
の
分
陀
利
華
な
り
、
妙
好
人
な
り
」

に
ん
ち
ゅ
う

ふ

ん

だ

り

け

（
善
導
大
師
『
観
無
量
寿
経
疏
』
）
。

源
左
さ
ん
は
１
８
歳
で
父
を
亡
く
し
ま
す
。
父
は

「
お
ら
が
死
ん
で
淋
し
け
り
ゃ
、
親
を
さ
が
し
て
親

に
す
が
れ
」
と
言
い
残
し
た
そ
う
で
す
。
以
来
父
が

言
っ
て
い
た
「
親
」
を
さ
が
し
て
仏
法
を
聞
き
、
三

十
歳
を
過
ぎ
た
あ
る
日
、
牛
を
連
れ
て
草
刈
り
の
帰

途
、
自
分
が
背
負
っ
て
い
た
草
を
牛
の
背
に
負
わ
せ

た
瞬
間
、
ふ
い
っ
と
わ
か
っ
た
そ
う
で
す
。
親
に
す

・

・

・

・

・

・

・

が
れ
と
は
阿
弥
陀
如
来
に
す
が
る
と
い
う
こ
と
で
、

親
は
こ
の
わ
た
し
の
生
も
死
も
引
き
受
け
る
と
言
っ

て
い
る
の
だ
と
。

ブ
ッ
ダ
が
入
滅
さ
れ
て
５
０
０
年
た
っ
て
、
イ
ン

ド
に
龍
樹
菩
薩
と
い
う
方
が
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し

た
。
仏
教
中
興
の
祖
と
言
え
る
方
で
す
。
そ
れ
か
ら

８
０
０
年
ほ
ど
た
っ
て
日
本
に
親
鸞
聖
人
が
お
生
ま

れ
に
な
ら
れ
、
念
仏
と
信
心
と
い
う
二
つ
の
こ
と
ば

を
も
と
に
仏
法
は
再
び
大
き
く
花
開
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
幕
末
か
ら
明
治
大
正
に
か
け
て
妙
好
人
が
現
れ

ま
し
た
。
仏
法
は
長
い
年
月
の
間
に
ど
れ
だ
け
変
わ
っ

た
の
か
、
あ
る
い
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
。
阿
弥

陀
如
来
も
念
仏
も
、
ブ
ッ
ダ
が
残
し
た
こ
と
ば
に
は

元
々
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
を

き
ち
ん
と
読
み
解
け
ば
、
大
乗
仏
教
こ
そ
ブ
ッ
ダ
の

教
え
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
智
慧
と
慈
悲
は
阿
弥
陀
如

来
と
な
っ
て
具
現
化
し
、
彼
岸
に
わ
た
る
方
法
は
信

心
と
念
仏
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
源

左
さ
ん
が
証
明
し
て
い
ま
す
。
小
乗
仏
教
に
伝
わ
る

の
は
出
家
者
が
彼
岸
に
わ
た
る
方
法
で
あ
っ
て
、
わ

た
し
た
ち
凡
夫
は
凡
夫
に
適
し
た
方
法
で
彼
岸
を
目

指
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
凡
夫
は
蓮
華
の
よ
う

に
様
々
な
色
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
（
談
）
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講師の石飛道子さん

『妙好人 因幡の源左語録版画集』

長谷川富三郎 作より
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【１０月、１１月、１２月の活動】

10月15日(土)９時（偶数月開催）

写経会（淨泉寺）

10月21日(金)19時（毎月第三金曜日開催）

親鸞聖人御消息講座(第３４回)（フレサよしみ）

11月17日(木)19時

親鸞聖人御消息講座(第３５回)（フレサよしみ）

11月27日(日)10時30分（奇数月開催）

淨泉寺コーラス練習（淨泉寺）

12月16日(金)19時

親鸞聖人御消息講座(第３６回)（フレサよしみ）

12月17日(土)９時

写経会（淨泉寺）

12月31日(土)16時

除夜会（淨泉寺）

毎月第一日曜日 １０時 あいる書道会（淨泉寺）

◆わたしたちのご本山、西本願寺は親鸞聖人からの血

脈を今につなぐお寺です。すべての事業がそうである

ように、西本願寺がたどった歴史は波乱に満ちたもの

でした。ブッダの教えを信心と念仏によって伝えると

いうことは、形のないものを伝えるということからし

て難事業を極めたはずです。そして今、親鸞聖人から

数えて25代目のご住職が、西本願寺に就任されまし

た。それをお祝いする法要が来年5月まで、西本願寺

で勤められています。祝賀の書道展へ淨泉寺書道会と

して児童たちの作品を届けることができました（写真）。

わたしが西本願寺の練習生として門をくぐったのは2

8歳のとき。当時のご住職のおつとめを初めて聴いて、

親鸞聖人の肉声もこうだったのではないかと、歴史上

の人物でしかない親鸞聖人が、あたかもそこに座って

おつとめしておられるかのような感動を覚えました。

それは血脈だからこそ感じたのでしょう。（住職）

2

わたしたちのご本山、西本願寺（京都市下京区）が

このほどとりまとめた「今後の寺院の在り方、存続の

方途」のなかに、先進事例として淨泉寺が選ばれまし

た（左写真の一番下『民家を聞法道場にするという方
もんぼう

法』＜東京教区＞）。この報告書はご本山でいまパネ

ル展示されていて、このなかで「既存の寺院形態にと

らわれない新しい寺院の提案」と最大限の評価をいた

だいています。

人口減少と人口移動による過疎と過密が続き、お寺

をこれまでと同じように維持していくことは難しくなっ

ており、全国各地の浄土真宗本願寺派寺院は岐路に立

たされていると言えます。ご住職と檀信徒の皆さまが

そうした危機感を共有し、様々な取り組みが進められ

ています。才能あるご住職や個性的な坊守様（住職夫
ぼうもり

人）による、お寺を舞台にした多様な活動もそれぞれ

に注目されています。皆さまに「わたしの家のお寺は

こんなことやってるよ」と自慢していただけるお寺を

目指して、淨泉寺も変化を恐れず前進していきます。


