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「

日

本
宗
教

史
」

を
大

学
で

ど
の

よ
う
に

教
え

る

か

代
表
者
・

司
会

　
星
野
英
紀

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
石

井
研
士

「

日

本
宗
教
史
」

の

教
え

方

　
　
　

特
に

仏
教
の

論
じ

方
と
関
連
し

て

石

　
上

　
和

敬

　
大
学
の

教

養
科
目

で

「

日

本

宗
教
史
」

を
講
ず
る

際
の

問

題
点
と
、

そ

れ
に
対
す
る

対
策

等
に

つ

い

て、

授
業
を
担
当
す
る

立

場
か
ら
私

見
を
述

べ

る
。

な
お、

発

表
者
は

仏
教

研
究
を
専
門
と
す
る

教

貝
で

あ
り

、

実
際

の

授
業
に

お
い

て

は、

仏

教
に

割
り
当
て

る

時
間
が
相

対
的
に

多
く
な
っ

て

い

る
こ

と
を
前

提
と
し
た

論
述
で

あ
る

点、

ご

理
解
を
賜
わ

り
た
い

。

論
じ
方
と
し
て

は
、

最
初
に

発

表
者
の

感
じ
て

い

る

問

題
点
を

挙
げ、

そ

の

各
々

に

つ

い

て
、

発

表
者
が

行
っ

て

い

る

対
策、

ま
た

、

今
後
の

課
題

等
に

論
及

す
る

。

　
一
　

日

本
宗
教
に

関
す
る

学
生
の

知
識
量
に

バ

ラ

つ

き
が

あ
る

こ

と

　

学
生
が
口

本
宗
教
に

対
し

て

ど
の

程

度
の

知
識
を
そ
な
え
て

い

る

の

か

は
、

授

業
の

前
提
と
し

て

ま

ず
は
把
握
し
て

お
か
な
く
て

は

な
ら
な
い

点

で

あ
る

。

一

般
に
、

高
校
時
代
に

日

本
史
や

倫
理
を

履
修
し

た

学
生
は
あ

る

程
度
の

知
識
を

持
っ

て

い

る

が
、

日

本
史
未
履

修
者
な
ど
は

授
業
遂

行

上
、

不
可
欠

と

思
わ

れ
る

基
礎
的
な

知
識

も

有
し
て

い

な
い

こ

と

も
あ

る
。

そ
こ

で
、

発

表
者
は
、

各
授
業
の

は
じ

め

に

高
校
の

日

本
史
教
科
書

の

関
連

箇
所
の

コ

ピ

ー

を

配
布
し

て
、

高
校
生
レ

ベ

ル

の

知
識
を

確
認

、

共

有
し
た

上
で
、

授
業
に

入
る

こ

と
に

し

て

い

る
。

倫
理
教
科
書
は

日

本

史
教

科
書
に

比
し
て

説
明
が

丁

寧
で

あ
る

こ

と
な
ど

か

ら、

簡
単
に

知
識

を

確
認
す
る
と

い

う
右
記
の

目

的
に

は

そ

ぐ
わ

な
い

印
象
を
持
つ

。

　
二

　

授
業
内
容
が、

発

表
者
の

専
門
で

あ
る

仏
教
に

無
意
識
の

う
ち
に

　

　
　
偏
る
こ

と

　

発
表
者
が
仏
教
研
究
者
で

あ

り、

ま
た

、

勤
務
大
学
も
仏
教
系
で

あ
る

た
め

、

ど

う
し
て

も、

仏
教
を

中
心
と
し

た

内
容
に
偏
り
が
ち
で

あ
る

。

こ

の

点、

次
の

よ
う
に

心
が

け
て

い

る
。

神
道
な
ど

の

他
宗
教
と
の

相
互

関

係
に

意
識
的
に

目
を
向

け
る

こ

と
、

ま
た
、

世
界
史
（

特
に

東
ア

ジ

ア

史
）

の

な
か
で

の

日

本
宗
教
と

い

う
視

点
を

重
視
し、

対
外
関
係
史
と

も

関

連
さ
せ

な
が
ら

捉
え
る

よ

う
努
め

て

い

る
。

　
三

　
古
代

、

中
世
の

説
明
に

比
重
が
か

か

り
す
ぎ
る

こ

と

　
日

本
史
や

世

界
史
を
学
ぶ

際、

近

現
代
に

行
き
つ

く
前
に

年
間
の

授
業

が

終
了
し

て

し

ま

う
こ

と
は

珍

し
く

な
い

が、

日

本

宗

教
史
の

場

合
に

も
、

同

様
の

問
題
が
生
じ
が

ち
で

あ
る

。

特
に

目

本
宗
教
史
（
特
に

仏
教

史
）

の

場
合

、

学
生
に

馴

染
み

の

あ
る

事
柄
が

古
代、

中
世
に

集
中
し
て

い

る

た
め、

そ
の

時
期
を

扱
う
授
業
は

学
生
の

反

応
も
よ

く、

教
員
も
そ

れ

に

引
き

ず
ら
れ
が
ち
で

あ
る

。

さ

ら
に

、

日
本
仏
教
史
で

は
、

鎌
倉
新

仏

教
中
心

史
観
と
も
呼
ば

れ

る、

鎌
倉
新

仏
教
こ

そ
が

も
っ

と

も
す
ぐ
れ

た

仏
教
の

形
態
で

あ
り

、

そ
れ
以

降
の

日

本
仏
教
は

徐
々

に

本
来
の

精
神

を

見
失
い
、

見
る
べ

き
点
も
多
く
は

な
い

、

と
い

う
認
識
が

暗
黙
の

う
ち

に

共
有
さ

れ
て
い

る
こ

と

も
あ

り、

余
計
に
、

江

戸
期
以
降
の

内
容
が

手

薄
に

な

り
が
ち
で

あ
る

。

こ

の

点
の

克
服
は

、

極
め

て

重
要
で

あ
る

と

考

え
る

。

対
策
と

し
て、

江

戸
期
以

前
の

仏

教
は

、

ど

ち

ら
か

と
い

え
ば
、

文

化
財
や

知
識
と
し
て

我
々

に

馴
染
み

の

あ
る

も
の

が

多
い

け
れ

ど

も、
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江
戸
期
以

降
は、

た
と

え
ば

、

檀

家
制

度
の

定
着
や
明
治
以
降
の

教
育

分

野
へ

の

キ
リ

ス

ト
教
の

進
出
な
ど

、

現
代
人
と
の
つ

な
が
り
と

い

う
点
で

は

よ

り
身
近
に

感
じ
ら
れ
る
側
面
も

少
な

く
な
い

。

こ

の

よ

う
に
、

現

代

に

も
連
続

す
る
宗
教
と

い

う
観
点
か
ら

、

近
世

、

近
代
の

仏
教
に

対
し
て

も
学
生
の

関
心
を
惹
起
す
る
べ

く

務
め
て

い

る
。

　
四

　
学
生

の

信
仰
に
配
慮
す
る
こ

と

　
客
観
的
に

日
本
宗
教
史
を
講
ず
る

よ

う
に

心
が

け
て

い

て

も、

宗
教

史

を

担
当
す
る

教
員
は
特
定
の

宗
教
と

か
か
わ
り
の

深
い

人
も
多
く、

教

員

個
人
の

信

仰
と
客
観
的
な
授
業
内
容
と
は
、

常
に

緊
張
関
係
に
あ
る

と

思

わ

れ

る
。

ま
た、

学
生

の

信
仰
様
態
も

多
様
で

あ
り、

こ

の

点、

十
分
な

配
慮
が
必

要
で
あ
る

。

特
に、

専
門
的
な

授
業
の

場
合
に
は
、

か

な
り
丁

寧
に

説
明

す
る
こ

と

が
可
能
で

あ
る
た
め

誤
解
も
少
な
い

で

あ
ろ

う
が、

概
論
的
な
宗
教
史
の

場
合、

個
別
の

宗
教

事
象
に
つ

い

て

そ
れ
ほ

ど

長
い

時
間
を

割

く
こ

と
は

で

き
な
い

た
め
、

簡
潔
な

表
現
を
心

が

け
る

あ
ま

り、

誤
解
を

招
く
場
面
も
あ
る
よ

う
に

感
じ
ら
れ
る

。

い

よ

い

よ

慎
重
な

配
慮
が
必
要
で

あ
ろ
う。

「

日

本
宗
教
史
」

の

教
え

方

　

　
　

特
に
一

神
教
の

論
じ

方
と

関
連
し

て
小
　
原

　
克

博

　
日

本
宗
教

史
を

教
え
る

科
目
と

し
て

宗
教
学
5

「

目
本
文
化
の

中
の

宗

教
　
　
古
代
か

ら
グ
ロ

ー

バ

ル

時
代
に

至
る

宗
教
の

ポ

リ

テ

ィ

ク

ス
」

（
全
学

部
向
け
）

を

担
当
し
て

い

る
。

最
初
に
シ

ラ

バ

ス

の
…

部
を

紹
介

し、

次
に、

こ

の

授
業
の

特
徴
点
を

述
べ

る
。

　
シ

ラ

バ

ス

よ

り
抜
粋

。

「

こ

の

授
業
で

は
、

目
本
宗

教
の

成
り
立
ち
や

そ
の

基
本
的
な
思
想
・

世
界
観
を
学
び

ま
す

。

そ

の

際、

古
代
世
界
か

ら

グ

ロ

ー

バ

ル

世
界
ま
で

を

時
代
背
景
と

し
て、

日

本
宗
教
が

文
化
や
政
治

と

ど

の

よ

う
な
相
互
関
係
に
あ
っ

た

の

か

を
考
え
て

い

き
ま

す
。

（
中
略
∀

こ

の

授
業
で

は

伝
統
的
な
日
本
宗
教
と

し
て、

神
道、

仏
教、

儒
教、

道

教、

民
俗
宗
教
を

取
り
E
げ
ま
す

。

仏
教、

儒
教、

道
教
は

中
国
・

朝
鮮

半
島
経
由
で

日
本
に

入
っ

て

き
た

外
来
宗
教
で

す
が、

そ
れ

以
前
に

あ
っ

た

日
本
の

土

着
の

伝
統
と

相
互
に

影
響
を

及
ぼ

し

合
い

な

が

ら
、

日
本
宗

教
の

多
様
性
と
一

体
性
を

形
成
し
て

き
ま
し
た
。

ま
た
、

古
代
世
界
の

頃

か
ら、

宗
教
は

共
同
体
や
杜
会
と

深
い

関
係
を
持
っ

て

い

ま
す

。

仏
教
が

国
教
的
役
割
を
果
た
し
た

時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

宗
教
の

教
え
の

側
面
だ

け
で

な
く、

宗
教
の

ポ

リ
テ

ィ

ク
ス

に
つ

い

て

も
、

こ

の

授
業
で

は

重
点

的
に

扱
っ

て

い

き
ま
す

。

　

明
治
期
以

降、

日
本
社
会
は

欧
米
の

視
線
を
強
く
意
識
す
る

こ

と

に

な

り、

そ
れ
は

日
本
宗
教
に

も

大
き
な
影
響
を
も
た

ら
し
ま
し
た

。

キ
リ
シ

タ

ン

弾
圧
以

降、

キ
リ
ス

ト
教
と

の

再
度
の

接
触
も、

こ

の

時
期
に

本
格

的
に

始
ま
り
ま
す

。

こ

の

授
業
で

は
、

日
本
宗
教
を
一

国
史
の

中
で

自
閉

的
に

語
る

の

で

は

な
く、

世

界
史
的
な
比
較
の

視
点
を

導
入
し
て

い

き
ま

す
。

キ

リ
ス

ト
教
を
は

じ
め
と

す
る
一

神
教
の

伝
統
は
、

日
本
宗
教
と

は

か

な
り
異
な
る

性
格
を
持
っ

て

い

ま
す

。

し
か

し
、

そ
う
し
た
一

神
教
の

歴
史
観
や
自
然
観
を
も
視
野
に

入
れ

る
こ

と

に

よ

っ

て
、

日
本
文
化
に

根

ざ
し
た

歴

史
観
や

自
然
観
を、

よ

り
客
観
的
に

見
る
こ

と

が
で

き
る

よ

う

に

な

り
ま

す
。

こ

の

授

業
で

は
、

そ

う
し
た

比
較

宗
教

学
視

点
を

通
じ

て
、

そ
も
そ

も
「

宗
教
」

と
は

何
な
の

か、

と

い

う
こ

と

に
つ

い

て

も
理
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