
中

世

的

「
宗

」
及

び

近

世

的

「
宗

」
の

意

味

ー
浄

土

宗

門

の
場

合

か
ら

考

え

て

ー

平

砧

史

中世的「宗」及び近世的r宗」の意味

最
近

浄

土
宗
学

及
び
宗
史
学
関

係

に
お
い
て
、
元
祖
法
然
上
人

の
浄

土
宗
開
宗

の
年

時
等

の
問
題

を
め
ぐ

つ
て
種

々
の

見
解

が
多

々
発

表

①

さ

れ
興

味

あ

る
論
戦

が
展

開

さ

れ
て

お
彑

仏

教
史

学
徒

と

し
て
傾

聴

せ
ず

に
は

お

ら
れ

な

い
も

の

が

あ

る
。

私

は
今

、

こ

こ

に
お
い

て
此

の
開

宗

を

め
ぐ

る
論
戦

の
渦

中

に

あ
え

て
臨

も

う
な

ど

と

い
う
勇
気

は
毫

も

も

た

な

い
が

、

た

だ
現

在

考

え
続

け

て
い

る

近
世
浄

土
宗

門
形

成

の
展

開

過

程

を

考
え

る

上

に
、

中

世
初

頭

の
法

然
教

団

の

も

つ
宗

の
意
味

と
性

格

、
更

に
、

近

駐

の
教

団

の
も

つ
宗

の
意
味

と

性

格

、
此

の
二

つ
の
教

団

の
意

味

と
性

格

は
全

く
異

つ
た
類
型

を
提

供

し

て
く

れ

る
の

で

は
な

い
か

と
考

え

、

同
時

に
法

然

の
中

世

の

教

団

の
性

格

を
明

瞭

に
把

握

す

る
こ

と

は
近

匿
教

団

の
特

異
な
性

格

を
位

地

ず

け
る

こ

と
が

出
来

る

の
で

は
な

い

か
と

私

か

に
考

え

た

も

の

で
法

然
教

団

ー
中

世

の
浄

土
宗

教

団

1

の
人

々
の
宗

に
対

す

る
考

え

に

ふ
れ

て
見

、
更

に
近

世
教

団

と

の
比

較

に
供

し

た

い
。

口
我

今

浄

土
・宗

を
立

つ

る
趣

は
凡

夫

の
往

生

を

示

さ

ん
が
為

也

。

S7
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法

然

の
教

団

は
・

右

に
掲

げ

た

「
舞

」

に
讃
同

す

る
多
数

の
門
弟

、

信

者

に
よ

つ
て
具
体

化

さ

れ
た
教

団

で

あ

つ
て
、

そ

れ

は
,我

々
が

最

も

一
般

的

に
想

い
起

す
仏
教

各

宗
派

の
教

団
、

或

は

キ
リ

ス
ト
教
、
神

道

、
諸

々

の
宗
教

団
体

、

又

は
現

今

、

布

か

れ

て

い
る
宗

教
法

人
法

に
基

づ

い

て
抱
括

関

係

を
も

つ
宗

教

団
体

等

の
組
織

的

教

団

を
意

味

す

る

「
宗

」

と

は
少

し

く
趣

き

を

異

に
す

る
性

格

の
教

団

と
考

え

ね
ば

な

ら

な

い
。
法

然

の
浄

土
門

帰

入

を

一
般

的

に
浄

土

宗

の
開

創

ど

し
天

台
宗

よ

り

の
独

立

と
見
倣

な
す

こ

と

ぼ
危

険

で
あ

ろ
う

し
、

そ

れ

に
法

然

一
個

人

の
宗

教

的

自

覚

の
経

験

に
す

ぎ

ず

、

教
団

形

成
乃

至

教
団

組
織

の
意

図

と
見

る
こ

と

は
出
来

な
い

も

の

と
考

え
ら
れ

る
②

ひ

何

故

な

ら

・
法

然

の
教

団

は
頭

初

か
ら

等
例

え
ば

天

台
宗

、
'真
言
宗

の
よ
う

に

幡

定

の
荘
園

経
済

を
基

盤

と

し

て
、

あ

ま

た

の
、堂

塔

伽
藍

を

つ
ら

ね

た
然

も
宣

教

を
勅

許

さ

れ
た
教
団

で

は
な

ム
ネ

く
、
浄

土

宗

と

い

う
宗

名

を

掲

げ

て
は

い
る

が
何

の
経
済

的

、
政

治

的

基
盤

も

も

た
な

い
単

な
る
宗

ー

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
、
i

を
標
榜

ず

る
意

味

の
教

団

に
す

ぎ
な

い
と

受

け

と
れ

る
。

か

か
る
意

味

を
精
神

的

簍

付

け
る
資

料

と
し

て

・

「
没
後

起

請
文

③
」

を
見

る

と
き

、

巍

倒遺鷯
馨

甸
羈

者雛

雕難

韆

誕
饕

襲

齬黔

ハ

我
弟
子
同
法
等

誉

.既
薯

在
之
纂

靉

審
事

生
之
蓮
台
"
努
々
莫
癬
遥

所
属

鑑

騫

鰹

(
下

略
)

と
、
又

孝
養

の
た

め

に
精
舎

建

立

の

い
と

な

み

を
な

す

こ

と
な
か

れ
。
・
心

ざ

し

あ
ら

ば

を

の
を

の
群

集

せ
ず
念

仏

し

て
恩

を
報
す

べ
し
・
も

し
静

欒

み
か
ゆ
闘
慧

邸
級

蓉

⑤
・

バ
傍
点
筆

者
)

と
見
ら
れ
る
よ
乏

・

一
処

に
群
会

す

る
こ
と
は

「
雖
復

似
和

冶
蘇

廷
潮

營

と
請
誡

さ

れ
て

い
る
。

こ
の



89申 毅鵠「宗」及び近世的 「察」の意

一
事

は
明

ら

か

に
組

織

集

団
的

な

教

団

を
創

ら

う

と
す

る
意

図

を
も

つ
も

の
で

は

な
く

・

あ
く

ま

で
も
麟陶
に
生

き

ょ

う

と

し
、

こ

れ

に
ょ

つ
て
個

人

の
宗

教
的

自

覚

に
到

ろ
う

と
す

る
意

味

の
浄

土
宗

に
外

な

ら

な

い
。

か

く
云

う
法

然

の
教

団

を
形

式

的

に
構

成

す

る
格

骨

は
何

で
あ

ろ
う

か

と
見

る

と
き

、
同

じ
く

「
没
後
起

請

文
」

に

お

い
て

見

ら
れ

る
弟

子
達

へ
の
遺

産

分
配

に
関

す

る

一
条

で

あ
る

が
、

こ

こ
で
法

然

の
遺
産

に

つ
い
て

抜

書

し

て
見

る

と

、

黒
谷
本
房
馨

自
川
本
房

韈

、
坂
下
薑

所
、
洛
中
聖

所

、
吉
水
中
房

麟
籍

、
高
畑
竺

轟

蕨
暴

士.
水

東
新
房

、
六
叢

地
、
白
川
辺

薑

罐

之

吉
水
西
旧
房
、
雑
舎
、
覚
悟
房
、
持
仏
堂

以

上
が

土
地

及
建

物

等

の
動

産

、

不

動

産

で

あ
り

、
此

の
外

遺

品

と

し

て
、

奪

贏

驪

、
聖
教

欄
蠶

が
列
挙
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て

「
此
〆

靜

舎
"、
亦
書

地
噛④
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
従

つ
て
法
然
の
も

つ
動

産

及
び

不
動

産

は

こ
れ

が
全

て

で
あ

り

、
此

の
坊

舎

を

中
心

に
法

然

の
教

団

が
形

成

さ
れ

て

い
た

と
も
考

え
ら

れ
る

の
で

あ
る
。

こ

う

し
た
状

態

か
ら

考

え
合

わ

せ

て
当

時

の
旧

仏

教
系

の
教

団

の
概
念

か

ら
見

れ
ば

恐

ら
く

そ

れ
は
組

織

的

な
教

団

ど

は
見
敝

さ

れ

な

か

つ
た

の
は
事

実

で
あ

つ
て
、

そ

れ

は
遁
世

者

や
聖
僧

の
如

き
人

々

に
ょ

つ

て
構

成

さ

れ

る
自

由

教

団

に
外

な

ら

な

い
。

こ
れ

に

つ
い

て
田

村

円

澄

氏
も

「
法

然

は
天
台

や
そ

の
他

の
宗

派

の
外

に
浄

土
宗

と

い
う

教

団

を
組

織

し

よ
う

と
考

え

て

い
た

と

は
思

わ

れ

な

い
。

こ

の
よ

う
な

教
団

は
、

多

く
の
荘

園

に
よ

つ
て
維

持

せ
ら

れ

、

ま
た
世

俗
的

な
勢

力

を

中
核

と

し

て
居

り
、
仏

教

太
来

の
思
想

か

ら
遠

ざ

か

り

つ

つ
あ

つ
た
。

仏

法

の
真

実

を
求

め

る
人

た

ち

に
ょ

つ
て
、

い
わ
ゆ

る
遁

世

が
行

わ

れ

ね
ば

な

ら
な

か

つ
た

の
も

、
教

団

の
世
俗

化
・に
対

す

る

反
抗

に
基

づ

く
点

が
多

い
。

し
か

し
そ

れ

ら
の
遁
世

者

1

た

と
え
ば

良

忍

や
叡

空

や
顕

真

な

ど

の
聖

i

は
、

現
実

の
教
団

(
叡

山
)

を
改
革

し
よ

う
と

し
た

の
で
も

な

く
、

ま

た
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現
実

の
教

団

の
外

に
、

新

し

い

一
つ
の
教

団

を

創
立

し

よ

う

と
し

た
も

の
で

も

な

い
。

つ
ま
り

彼

等

の
宗

教
生

活

は

・

そ

の
経

済

生

活

と

共

に
・

天

台

教

団

の
内

部

に
お

い

て
・

継

続

せ
ら

れ
て
行

つ
た

の
で
あ

る
の
・
」

と

述

べ
ら

れ
法

然

の
教
団

が
組

織

的

な
且

つ
世
俗

的

教
団

で

な

か

つ
た

こ
と
を

力
説

さ

れ

て

い
る
。

こ
う

し

た
教

団
形

成

は
法

然

の
教

団

に
限

つ
た

も

の
で

は
な

く
法

然

の
門

下

に
於

い
て
形

成

せ
ら

れ
た
教

団

に

お

い
て
も
同

様
な

こ
と

が
知

ら
れ

て

い

る
。

例

え
ば

信
空

の
白

川
門

徒

、
湛

空

の
嵯

餓
門
徒

、
親
鸞

の
大
谷

門
徒

な

ど
と

云

う
よ

う

に
門
徒

の
呼
称

を
用

い
る

教

団

、

或

は
親

鸞

の
門

下

に
於

い
て

も

同
様

地

名

に
よ

つ
て
、

高

田
門
徒

、

鹿

島
門

徒

等

の
様

に
門

徒

の
語

を

用

い
、

日
蓮

の
門

下

に
も
富

士

門
徒

な

ど

と
云

う
様

に
、
此

の

門
徒

の
語

は

門
弟

と

同
義

語

で

あ

つ
て

一
師

の

教
え

、
或

は
そ

の
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
を
受

け
伝

え
た

信
鞠

集

団

を
意
味

す

る
も

の
と
考

え

ら

れ
る
。

又

、
念

仏

衆

と

か
、

或

は

一
遍

は
同

信

者

を
時

衆

と
呼

び
、

日
蓮

宗
徒

は
法

華

衆

と
呼
ば

れ
た

よ
う

に
同

一
信
仰

者

の
集

団

的

な

宗

教

生

活

を
営

む

所

に
生

ず

る
集
団

を
か

く
指

す

の
で
あ

ろ

う
と
考

え

ら
れ

る
。

こ

の
様

に
、

呼

称

さ

れ

る
教

団

は
、
法

然

の
教

団

と

同

じ
類

型

に
加

え

る

こ
と

が
出

来

る
も

の
と
考

え

ら

れ

る
し
、

い
ず

れ

に

お

い

て
も

確
実

な
経

済

的

基

盤

に
立

脚

し
た

世
俗

的
教

団

の
意

味

で

は
な

く

、

又
、

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
的

に

は
独
立

し
た

教

団

で

あ

る

か
も
知

れ

な

い
が
、
形

式
的

に
は
旧

教

団

か

ら
独
立

し

た
教

団

で

は
な

く
、

旧
教

団

の
内
部

に

お

い

て
行

わ

れ

て

い
る

に
過

ぎ

な

い
形

態

の

教

団

と
考

え
ら

れ

る
。

と
も

あ

れ
、
法

然

ム
ネ

の
教

団

を

は
じ

め

と

し
て
、

中

肚

に
興

つ
た
教

団

の

も

つ
性

格

と
そ

の
意
味

は
、

人
格
及

び

そ

の
宗

中

心

の
信

仰
集

団

の

「
宗
」

を
意

味

し

た
も

の

で
、

あ
た

か
も
釈

尊

教

団

に
お

い

て
見

ら

れ

た
所
謂

僧

伽
的
形

態

に
似

た

も

の
と

云

い
得

る
で

あ

ろ
う

。

こ

う

し
た
宗

形

態

は
中
世

を

通

じ

て
、
爾

浄

土
宗

に
お

い
て
継

承

さ

れ

て

い
た

こ
と

は
事
実

で

あ

つ
て
、
虎



関
が

浄

土
宗

を

「
寓

宗

」

「
附

庸

宗

」

と
侮
蔑

し
、

独
立

教

団

と
見

倣

さ

れ
な

か

つ

た
こ

と

に
お

い

て
も
考

え

合

わ

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
。

日
当
院
之
事
為
浄

土

一
宗
之
本
寺

之
旨
後
柏
原
院
震
翰
等
明
白
也
⑧
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建

暦

二
年

正

月

臨

終

の
床

に
臥

さ

れ

た
法

然

は
、

「
予

が
遺

跡

は
諸

州

に
あ

る

べ
し
。

(
中

略

)
賤
男

賤

女

の
柴

の
戸

海

人
漁

人

の
葦

の
笘

屋

に
至

る

ま

で
、
念

仏

を
修

せ
ん
砌

は
、

皆
是

我
遣
跡

な

る

べ
し
。

」

と
、

加

う

る
に

「
群
集

あ

れ
ば

闘

静

の
因

縁

」

と
遺
戒

さ

れ
た
法

然

の
教

団

も

、
漸

次

中
世

の
宗
形

態

を
脱
皮

し
、

前

に
掲

げ

る

よ
う

に

一
宗

の
本

寺

を
制

定

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
形

式

的
、

換
言

す

れ
ば

匱
俗

的

教

団

へ
移
行

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

か

つ
た

。

か

か

る
中

抵

の
遁

肚

者

達

や
聖

の
類

に
ょ

つ
て

つ
く

ら

れ
た
自

由

教

団

か
ら
世

俗
的

教

団

へ
の
形

成

期

は
近

世
幕

藩

体

制

の
成

立

期

と
期

を
同

じ

く

す

る

こ

と

に
注

目

じ

た

い
。
全

て

の
仏

教

教

団

は
近

世

の
新

し

い
政
治

指

導

者

に
ょ

つ
て
、

つ
く

ら

れ
た

他
律

的

な
宗

教

法

の
要

求

す

る

「
寺

院

国

家
安

靉

之
為

御
祈
願
⑦
」

「
王
法
仏
法

禦

帯

大
切
之
御
掟
法

候
⑯

と
云
う
精
神

に
基

づ
く
教
団
で
な
け
れ
ぽ

そ

の
成
立

を
許
容

さ

れ

な

か

つ

た
し
、

そ

れ

は
完

全

に
幕
藩

体

制

に
組

み

し
か

れ

た
教

団

で

あ
ら

ね
ば

な

ら
な

ム

ネ

か

り
た
。

同

時

に
そ

の
教

団

は
、
特

定

の
寺

院

を

一
宗

の
本
寺

と
定

め

一
宗

の
宗

を
信

奉

す

る
寺

院

を
組

織

的

に
総

合
す

る
所

謂

本

末

関

係

と
云

う

特

異

な
包
括

関

係
を

組
織

す

る
教

団

と

な
り

、
幕
藩

体

制

の
機

構

の

囲
部

分

と

し
て
・

そ

の
社

会
性

を
備

え

る

に
至

つ
た
⑪

。

法

然

の
遺
戒

に
も

か

か

わ
ら

ず
浄

土

宗

教
団

が

一
宗

の
本

山
を
定

め
、

八

千
余

ケ
寺

を
有

す

る
教

団

の
中
核
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と
な

つ
て

組
織

的

宗
形

態

を

つ
く

り

あ
げ

た

の

は
、
単

に
宗

祖

の

人

格

と
教
法

に
対

す

る
法

然
末

徒

の
追

慕
の

念

だ
け

が

か

く

せ
し

め
た

の

で

は
な

く

し

て
、
後

期

封

建

社

会

と

云

う
特

異
な

政

治
社

会

機
構

が
か

く

せ

し

め

た

も

の

と
云

う

こ

と
が
出

来

る
。

そ

れ

は
、
俗

権

に
追

随

す

る
世

俗
的

教

権

の
姿

で

あ

つ
て
、
教

権

の
自

由

と
、

独
立

を
許

さ

れ
な

い
場

に
呼
吸

す

る
教

団

の
悲

劇

で

も

あ

つ
た
。

四

中
匿

に
お

け

る
法

然

の
教

団

と
、

近

世

の
浄

土

宗

教

団

と
を

比
較

す

る

と
き
、

宗

の
形
態

と
そ

の
規

模

に
お

い
て

も
格

段

の
異

い
が

あ

る
。

た

と

え
小

さ

な
教

団

で

あ

つ
て
も

法

然

は
そ

の
門
弟

と
共

に
幾

多

の
法

難

を
ば

克
服

し
、

た
え

し

の
び

自

か

ら

の
教

法

を
守

り

そ

れ

に
ょ

つ
て

、
自

己

の
宗

教
的

自

覚

に
到

ら

ん

と
す

る
心
的

な
教

団

で
あ

つ
た

。

こ
れ

に
対

し

て
近

匿

の
教

団

は
、

俗
権

に
堕

し
、
掴

人

の
宗

教

的

自
覚

よ
り

も
国

家
権

力

を
至

上

と

し
、

そ

の
安

穏

な

ら

ん

こ

と
を

祈

願

す

る

こ
と

に
ょ

つ
て

保
障

さ

れ

る
教

団

で
あ

つ
た

こ

と

に
吾

々

は
注

目

せ
ざ

る

を

得

な

い
の

で

あ

る
。

こ

う

し
た
所

に
中

世

的

「
宗
」

の
意

味

と

近
世
的

「
宗
」

の
も

つ
意

味

が
精
神

的

に
相

異

す

る
も

の
と

し
て

考

え
ら

れ

る
の

で
あ

る
。

(
お

こ
と

わ

り
)

甚

だ
詳

細

を
欠

い

た
論

で
あ

る
が

い
ず

れ
稿

を
改

め

て
詳

細

な
報

告

に
ま
と

め

て
見

た

い
。

② ① 註

坪
井
俊
眠
稿

「
法
然

上
人

の
浄

土
開
宗

に
関

す
る
諸

問
題
」
参
照

(浄
土
学
研
究
紀

要
矛
七
号
)

田
村
円
澄
著

「
法
・然

上
人
伝

の
研
究
」
九

六
頁
参
照
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⑤

「
没

後

起

請

文

」

の
法

然
真

偽

選

に
関

し

て
、

田
村

氏

は
法

然

没
後

の
偽

作

と
考

え

ら

れ

る
と
さ

れ
、

(
法

然

上

人
伝

の
研

究

)

ハ
三

田
全

信

氏

は

、
法

然

が
視

力

衰
退

の
為

、

口
述

さ

お
た
も

の
を
門

弟

が
執

筆

し

た
も

の

(
浄

土

宗

実

の
諸

問

題

)

で
あ

る

と

し
て

お
ら

れ

る
。

い
ず

れ

に

お

い
て
慰
法

然
滅
後

よ
り

時

代

の
下

る
も

の
で

は

な

い
と
考

え

た

の
で

と
り

あ

げ

た
も

の

で
あ

る
。

④

石

井
教

道

編

「
新

修

法

然

上

人
全

集

」

七
八

三
頁

⑤

「
四

八

巻

伝

」

三

九

石

井

氏

(
前
掲

書

)

七

二

六
頁

⑤

⑭

に
同

じ

⑦

田
村

円

澄

氏

「
前

掲
書

」

一
〇

三
頁

⑧

伊

達
光

美

著

「
日

本
宗

教

制

度
史

料
類

聚

考

」

三

一
九
頁

上

天

正

三
年

九

月

廿

五

日
付

左

中

弁

よ
り
知

恩

院

住
寺

法

誉

上

入

へ
あ

て
た
も

の

⑨

⑭

「
諸

寺

院

条

目

」

貞

享

四
年

十

月

(
伊
達

光

美

著

「
前

掲

書

」

一
八
〇

頁

)

⑫

拙

稿

「
享

保

の
改

革

と
浄

±

宗

団
」

(
仏

教

交

化

研

究

、

6

・
7
号

)
、

「
封

建

君

主

と
仏
教

」
(
浄

土
宗

研
究

紀

要

矛

七
号

)

「
浄

土

宗

の
近

肚
化

に

つ
い
て
」

(
仏

大
研

究

紀

要

矛

三
十

五

号
)
等

に
お

い
て

後

期

封

建

制

下

に
お
け

る
浄

土

宗

の
立
場

を

の

べ
て
お

い
た

。


