






「
伝
書
２
」
の
授
業
は
礼
拝

堂
（
水
谷
幸
正
記
念
館
）
で
行

わ
れ
て
い
る
。
正
面
の
本
尊

阿
弥
陀
如
来
を
眺
め
な
が
ら
、

「
２
０
１
６
年
10
月
に
竣
工
し

た
こ
の
礼
拝
堂
を
授
業
で
使
用

し
始
め
た
の
は
、
昨
年
か
ら
で

す
。
将
来
、
浄
土
宗
の
お
坊
さ

ん
と
な
る
学
生
に
、『
授
業
に

留
ま
ら
ず
修
行
で
も
あ
る
』
と

認
識
し
て
も
ら
う
た
め
で
す
。

礼
拝
堂
の
荘
厳
（
し
ょ
う
ご
ん
）

を
感
じ
て
欲
し
い
で
す
ね
」
と
、

洋
装
法
衣
に
輪
袈
裟
を
身
に
付

け
た
曽
和
義
宏
教
授
は
話
す
。

受
講
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事

項
は
「
浄
土
宗
の
法
燈
を
継
承

し
て
い
く
も
の
と
な
る
決
意
を

も
っ
て
授
業
に
臨
む
こ
と
」。

女
性
１
人
含
む
約
20
人
の
受
講

生
は
、
浄
土
宗
の
教
師
（
僧
侶
）

と
な
る
こ
と
を
目
指
す
学
生

だ
。「
浄
土
宗
伝
法
の
歴
史
と

伝
書
の
講
読
」
を
テ
ー
マ
に
、

浄
土
宗
第
七
祖
了
誉
聖
冏
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
伝
法
制
度

の
概
要
に
つ
い
て
講
述
し
、
三

巻
書
（『
往
生
記
』、『
末
代
念

仏
授
手
印
』、『
領
解
末
代
念
仏

授
手
印
抄
』）
を
、
そ
の
注
釈

書
で
あ
る
七
巻
書
を
参
考
に
し

な
が
ら
講
読
す
る
。「
授
業
の

目
的
は
伝
法
の
歴
史
と
伝
書
の

内
容
を
理
解
す
る
こ
と
。
ま
た
、

浄
土
宗
教
師
と
し
て
法
燈
を
継

承
す
る
決
意
を
固
め
て
も
ら
う

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
お
坊
さ
ん

に
な
る
た
め
に
は
、
大
学
等
で

の
事
前
教
育
の
の
ち
、
京
都
な

ら
知
恩
院
、
東
京
な
ら
増
上
寺

で
３
週
間
修
行
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
事
前
に
理
解
し
て
お

く
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
た
め
の

授
業
で
す
の
で
、
授
業
の
内
容

に
関
し
て
は
、
私
の
独
自
性
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
」
と
曽

和
教
授
。
そ
れ
が
、「
瀉
瓶（
し
ゃ

び
ょ
う
）」
と
呼
ば
れ
、「
ひ
と

つ
の
器
に
入
っ
て
い
る
水
を
、

こ
ぼ
さ
ず
に
、
何
も
足
さ
ず
に
、

別
の
器
に
移
し
替
え
る
」
浄
土

宗
の
伝
承
だ
と
い
う
。

と
は
い
え
、
曽
和
教
授
の
独

自
性
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
文
献
資
料
を
講
読
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
出
来
る
限

り
現
代
の
言
葉
に
置
き
換
え
た

り
、
内
容
を
説
明
す
る
声
に
抑

揚
を
つ
け
る
な
ど
分
か
り
や
す

く
教
え
て
い

る
。「
伝
書
２
」

を
受
講
し
て

い
る
あ
る
学

生
は
「
曽
和

教
授
の
授
業

は
初
め
て
で

す
が
、
と
て

も
分
か
り
や

す
い
で
す
。

最
初
は
厳
し
い
感
じ
か
と
思
い

ま
し
た
が
、
実
際
は
そ
ん
な
こ

と
は
な
く
、
ジ
ョ
ー
ク
を
織
り

交
ぜ
な
が
ら
和
や
か
に
授
業
を

展
開
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
打
ち

明
け
て
く
れ
た
。
授
業
に
出
て

く
る
仏
教
用
語
は
、
閉
塞
感
漂

う
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
心

に
響
く
。「
ど
の
宗
教
で
も
そ

う
で
す
が
、『
自
分
は
い
っ
た

い
何
者
な
ん
だ
』
と
の
問
い
か

け
が
な
い
と
宗
教
は
成
り
立
ち

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
学

部
以
外
の
学
生
に
も
響
く
こ
と

は
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
礼
拝

堂
は
、
文
化
系
の
ク
ラ
ブ
や

サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
使
わ
れ
た

り
し
て
い
ま
す
。
仏
教
に
興
味

を
抱
い
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に

な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」
と
曽

和
教
授
は
微
笑
ん
だ
。

「
お
坊
さ
ん
と
い
う
職
業
に

就
職
す
る
、
で
は
な
く
、
お
坊

さ
ん
と
し
て
の
生
き
方
を
選
ぶ

わ
け
で
す
。
私
が
若
い
時
に
、

あ
る
先
生
か
ら
『
あ
な
た
は
お

坊
さ
ん
の
資
格
は
あ
っ
て
も
自

覚
は
な
い
で
す
ね
』
と
よ
く
言

わ
れ
た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん

愛
情
を
込
め
て
の
言
葉
で
し
た

が
、
本
当
に
自
覚
を
持
つ
こ
と

が
大
切
で
す
。
浄
土
宗
の
教
え

を
信
じ
、
自
分
の
生
き
方
の
中

心
に
据
え
て
生
き
る
こ
と
を
強

く
意
識
し
て
欲
し
い
で
す
ね
。

い
つ
も
そ
う
す
る
こ
と
で
、
普

段
の
行
動
に
も
現
れ
出
て
き
ま

す
。
背
中
を
見
て
も
ら
う
だ
け

で
、
周
囲
の
皆
さ
ん
が
付
い
て

く
る
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
も

ら
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
」。
宗
祖
法
然
上
人
が
実
践

さ
れ
た
こ
と
を
、
自
分
自
身
も

実
践
す
る
―
―
。
人
生
は
厳
し

い
こ
と
や
辛
い
こ
と
も
多
い

が
、
妥
協
せ
ず
に
浄
土
宗
の
僧

侶
と
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
で

人
々
に
信
頼
さ
れ
る
人
と
な

る
。
泥
に
根
を
張
り
な
が
ら
も
、

綺
麗
な
花
を
咲
か
せ
る
蓮
の
よ

う
に
。
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「ピックアップ授業」 教員・研究紹介
仏教学科編

授業開始１０分前から、次々と学生が礼拝堂
にやってくる。仏さまに合掌一礼し入堂する。
席に着き、静かに曽和教授を待つ１８人の学
生。学生の１人が木魚をたたき、お念仏が堂内
にこだますると、教授が入堂してくる。紫野
キャンパスで、ここだけ別世界のような空気の
中で、授業が始まっ
た。この日の内容は
「『往 生 記』に つ い
て」。２つのホワイト
ボードが仏教用語で
埋め尽くされては、消
され、また埋め尽くされる。
一例を挙げるとこのような言葉が並ぶ。
①　難遂往生機十三人
一～四　　至誠心を欠く人
五～八　　深心を欠く人
九～十二　回向発願心を欠く人
十三　　　三心すべてを欠く人
曽和教授の声が静寂な堂内に響く。「阿弥陀
仏以外の縁に自分から近付いていく人。そのよ
うな人は回向発願心がない」。そして授業の終
わりもお念仏とともに。この日、木魚をたたい
た仏教学部３年生の西成良樹さんは「去年の

秋に学生全員、大学の黒谷
道場で長期間一緒に過ごし
ていますので、受講生は気
心が知れています。授業を
通じてお互い切磋琢磨して

います」と話す。曽和教授は「今日の授業で
も触れましたが、信仰と実践の相続（継続）
が大切です。仏教では、その人に最適な修行
方法や救いの言葉を投げかけます。同じ人間
でも昨日と明日では変わります。浄土宗では、
自分は凡夫、仏道修行も満足に実践できない
愚かな存在であると自覚せよ、と説きます。そ
のような自分が救われる方法は、阿弥陀仏の救
いを信じ続け、その名を称え続けることしかな

いと説きます。そのことを体得して
もらいたいのです」。年月の重みから
か、言葉全てが深かった。

2018
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今日の授業
「伝書２」

仏教学科編
 教員・研究紹介

ピックアップ授業

信仰と実践の相続が大事

サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
使
わ
れ

ここだけ別世界のような空気の
始まっ
内容は
つ い
ワイト
用語で
は、消
尽くされる。

お
坊
さ
ん
の
資
格
だ
け
で
は
な
く

”自
覚“
を
持
つ
こ
と
が
大
切

浄
土
宗
を
中
心
に
据
え
、

背
中
で
信
頼
を
集
め
ら
れ
る
人
間
に

曽和 義宏
仏教学部 仏教学科 教授

人
々
か
ら
信
頼
さ
れ
る
お
坊
さ
ん
へ
―
―
。

曽
和
教
授
の
授
業「
伝
書
２
」は
、お
坊
さ
ん
の
資
格
だ
け
で
は
な

く
自
覚
を
持
つ
べ
く
人
間
を
育
て
て
い
る
。「
瀉
瓶（
し
ゃ
び
ょ
う
）」

の
概
念
の
も
と
、オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
抑
え
な
が
ら
も
、曽
和
教
授
の

色
が
織
り
成
す「
伝
書
２
」は
、奥
が
深
い
。

曽和 義宏（そわ よしひろ）　1970 年兵庫県出身。1993 年佛教大学文学部仏教学科卒業、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。佛教大学文学
部人文学科専任講師、同仏教学部仏教学科准教授を経て現職。専門分野は「浄土学」「中国浄土教」、研究課題は「中国仏教における仏身仏士論の展開」。所属学会は「日
本印度学佛教学会」「日本佛教学会」。主な著書・論文として「五十五箇条伝目の相伝次第について」（『浄土宗学研究』43号,2017年3月）、「道綽の仏身仏土論の特異性」（山
喜房佛書林,『髙橋弘次先生古稀記念論集　浄土学仏教学論叢』, 2004年11月）、「『大乗大義章』における仏身論」（『浄土宗学研究』36号 , 2010年3月）、「迦才『浄土論』
の書誌学的研究」（『佛教文化研究』50号 ,2006年 3月）、「阿弥陀仏の仏身規定をめぐって」（『浄土宗学研究』26号 ,2000年 3月）


















