
善

導

教

学

思

想

に
壽

け

る

末

法

思

想

の
影

響

三

枝

樹

隆

善

善
導

教
学

の
思

想

的

立
場

を

理
解

す
る

に
当

つ
て

、
は

じ

め

に

見
逃

す

こ

と

の

で
き

な

い
も

の

は
、
当

時

、

仏
教
界

に
お

い

て

そ

の
思
想

的
動

向

の
な

か

で
、

と

く

に
注

目

せ
ら

れ

る
末

法

思

想

で
あ

る
。

こ

の

末
法

思
想

を

根

底

と

レ

て

、
人

間
性

に
基
づ

い
た

新

し

い
宗

教
を

宣

布
し

た

の
は

、

三
階

教

の
信

行
で

あ

り

、
浄
土

教

の
道
綽

で
あ

る
。

随

つ
て
道
綽

よ
り

う

け

継
が

れ
た

善
導

の
宗

教
的

教
学

思

想

の
立
場

と

し

て
も

、

こ
の
末

法
思

想

の
影

響

は

、
ま
つ

才

一
に
と
り

あ
げ

ね
ば

な

ら

な

い
と
思

う

。

こ

こ

に
い
う

末
法

思
想

と

は
唐

代
に

お

い

て
、

ま

つ
た

く

　
般

化

さ

れ
た
も

の
を

意

味

す

る
も

の

で
あ

つ
て

、

す
な

わ
ち

、

教
法

の
変

遷

に

つ
れ
だ

ち

て

法
滅

思
想

お

よ
び

五
濁

思

想
と

結

び

つ
い

て
行

か
れ

た
も

の
を

指
す

の

で

あ

る
。

し
た
が

つ
て

、
末

法

時

に

お

い
て
仏

教
な
ら

び

僧

侶

の
頚
廃

、

社

会

の
濁

乱

、

人
間

の
罪

悪

な
ど

痛

切

に
感

じ
ら

れ

る

こ

と

は

い
う
ま

で
も

な

い
。

さ
て

、
そ

れ
な

ら

ば

末

法
思

想

が

、
善

導

の

教
学
思

想

に
ど

の
よ

う

な

影
響

を

与

え
た

で
あ

ろ

う
か

。

道
綽

の
中

心
的
思

想

を
継

承

す

る
と

み
ら

れ

る
善
導

の
著

述

に
、

末
法

の

語

に

つ
い
て

こ
と

さ
ら

に
あ

げ

て

い
な

い
。

そ
れ

は
師

の

道
綽

の
よ
う

に
、

正
豫

末

の

三
時

に
対

す

る
見

解

や

『
大
築

経

』

の

五

五
百

年

説

な

ど

に
対

し
て

、
何
等

批
判

す

る
と

こ
ろ
が

な

い
。

こ
れ

は

当

時

の
時

代
思

潮

を

か

え
り

み

る
と
き

、

む

し

ろ
不

思
議

と

せ
ら

れ

る
も

の

で

あ

る
が

、

し
か

し
、
善
導

に
と

つ
て
末
法

と

い
う

語

は

、

こ
と

さ
ら
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に
と
り

あ
げ

る

必
要
が

な

か

っ
た

と

思
わ

れ
る
。

そ
れ

は
師

の
道

綽
が

主
張

し

た
末

法

と

い
う

時

代
観
を

充
分

に
把

握

し
た
か

ら

で

あ

る
。

末

法
観

に
立

脚

し

て
説

か
れ

た

、

道
綽

の

浄

土
教

思

想

を

う

け

入
れ

る

善
導

に
お

い

て
、
も

は
や

そ

の
よ

う

な

こ
と

は

、
時

代
と
環

境

と

の
立

場

か

ら
、

す

で

に

人
間
自

身

へ
の

立
場

に
移

向

し
た
も

の
と
思

う

℃

こ

の

こ
と

は
、

か

れ

の

王
著

『
観
経

疏

』

に
、

一
貫

し

て
説

か

れ

る
徹

底

し
た

人
間

観

に
よ

つ
て
知

ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で

道
綽

が

、

〈

い
ま

時

の
衆

生
を

計

る

に
、
す

な

わ
ち

仏

世

を

去

り

て
後

の
才

四

の
五

百

年

に

当

る
〉

と

い
い
、

ま

た
〈
当

今

は
末

法

観

に
是

れ

五
濁

悪

世

な

り

〉

と
思

想

し
自

覚

し

て
、

断

言

し
た

こ

と

は

、
善

導

に

お

い
て

決
定

的

な
も

の
と

し

て
思

想

さ

れ

た
。

す

な
わ

ち

そ

れ

は

、

我

等

愚

痴

身

、

贖

劫

来

流

転

、

今

逢

釈

迦

仏

、

末

法

之

遺

跡

、

彌

陀

本

誓

願

、

極

楽

之

要
門

、

定

敵

等

回

向

、

速

証

無

生

身

と
述

べ
て

い
る

こ
と

に
よ

つ
て
察
知

で
き

る

。

道
綽

が

〈

五
濁

〉
と

い
う

こ
と
を

、
善
導

は

『
観

経

鳳

の
〈

濁

悪

不
善

〉
を

く

五
濁

V

で
あ

る
と

し

て

解
釈

し

て

い
る

。

す

な

わ
ち

、

言

濁

悪

不

善

者

此

明

五

濁

也

、

一
者

劫

濁

、

二

者

衆

生

濁

、

三

者

見

濁

、

四

者

煩

悩

濁

、

五

者

命

.濁

、

書

劫

濁

者

然

劫

実

非

是

濁

当

劫

減

時

諸

悪

加

増

也

、

言

衆

生

濁

者

劫

若

初

成

衆

生

純

善

劫

、

若

末

時

衆

生

+

悪

彌

盛

也

ギ

菖

見

濁

老

自

身

衆

悪

総

変

為

善

他

上

無

非

見

為

不

是

也

、

言

煩

悩

濁

者

当

今

来

衆

生

悪

性

難

親

随

対

六

根

貪

瞑

競

起

也

、

言

命

濁

者

由

前

見

悩

二

濁

多

行

殺

害

無

慈

恩

養

既

行

断

命

之

苦

因

、

欲

変

長

年

之

果

者

何

由

可

得

也

、

然

濁

者

礼

非

是

善

今

略

指

五

濁

義

竟

。
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こ

の
よ
う

な
解

釈

を

施
す

こ
と

は
、

道
綽

の
〈

五
濁

悪

世
〉

を

断

定

し
た

こ
と

に
意

味
づ

け

て
も

よ

か
ろ

う
。

こ
れ

は

一
例

に
す
ぎ

な

い
こ
と

で
あ

る
が

、

善
導

の

教
学

思

想
が

遺
綽

よ

り

う

け

つ
が

れ

て

い
る

こ

と
は

、

す

で

に
多

く

の

人
が

知

る
と

お
り

で

あ
り

、
ま

た

道
綽

の

『
安
楽

集

嶺
と
善

導

の
著

述

五
部

九
巻

と

は
対

照

し

て
考
証

す

る
な

ら
ば

、

随
処

に
善

導

が

遵
綽

の

王
張

を

う

け

入

れ
て

い
る

こ
と

は
目

立

つ
て

看
皈

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

山
本

仏

骨

氏
が

述

べ
ら
れ

る
よ

う

に
、

善
導

の

『
観

経

疏

劇
は

、

一
面

『
安

楽

集

枷
の
演

沢

で
あ

り

、
徹

底
化

で
あ

る

と

し
て

見

る

こ
と
も

で
き

よ

う

。
善

導

の
楷

定
を

啓

発

し

、

そ

の

基
盤
を

得

せ

し

め
た
も

の

こ
そ
、
実

に
道
綽

で
あ

つ
て
、

二
祖

の
法

脈
路

に

つ
い

て
も

密

接

不
離

な

関

係

を

見
る

こ

と
が

で
き

る
。

さ

て
善

導

は

、

道
綽

の
宗

教
的

立

場

に
お

け

る

人
間

の

問
題

と

、

さ

ら

に

一
歩

を
進

め

て
深

ぐ

ほ

り
下

げ

た
。

そ
れ

は

道
綽

が

主
張

し
た
末

法

観

を

う

け
入

れ

る

こ
と

に
よ

つ
て

、

ま

つ
た

く

新

し

い
見

地

か
ら

『
観

無
量

寿
経

佩
を

み
な

お

ル

た

こ
と
に

あ

る
。

こ
と
ば

を

換

え

て

い
え
ば

、

か

れ

は

『
観

無
量
寿

経

』

に
説

か

れ

て
あ

る

と

こ
ろ

の
真

の
意

味

を

、
末

法

観

に
よ

つ
て

把

握
し

た
と

も

い
え

よ
う

か
。

『
観

無
量

寿
経

h
が

〈
機

〉

の
真
実

を
顕

わ

す
も

の
と

し

て
埋
解

す

る
な

ら
ば

、

そ

こ

に
説

か

れ

る
機

類

は

利
根

で

は
な

く
、

ま

つ
た
く

の
鈍

根

た

る
凡
夫

で

あ

る

こ
と
が

潜

取

さ
れ

た
の

で

あ
る

。

す

な
わ

ち

、

『
観
無

量

寿
経
』

に
説

か

れ

て

い
る

イ
ダ

イ
ケ

(
韋
提

希
)

夫

人
を

、
浄

影

寺
慧

遠

や
天

台
智

顰

な

ど

は

、

大

ボ

サ

ツ

(
菩

薩
)

と

み
な

し
て
高

く

評
価

し

て
い

る
が

、

こ
れ

に

反

し

て
善
導

は

、

正

明

夫

人

是

凡

非

聖

、

由

非

墾

故

、

仰

性

聖

力

冥

加

、

彼

国
.
雖

遙

得

観

と
述

べ
て
、

イ
ダ

イ

ケ
夫

人

は
聖

の

人

で
は
な

く

、

ま

つ
た
く

凡

夫

の
性

を

も

つ
人

で

あ

る
と

み

て

い

る
。

ま
た

九

品

段

に
お

け

る
す

べ
て

の
往

生

人
は
、

こ
と

ご
と
く

が

凡
夫

で
あ

る

こ
と

を

次

の

よ
う

に
述

べ
て
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い
る
。

す

な
わ

ち

、

看

観

経

定

善

及

三

輩

上

下

文

意

、

総

是

仏

去

世

後

五

濁

凡

夫

、

但

以

遇

縁

有

異

致

令

九

品

差

別

こ

の
よ

う

に
、

こ

と

ご
と

く

が

凡
夫

で

あ

る
と

看

取
し

て

い

る
。

し
か

し

な
が

ら

、

浄

土

教
が

も

と
も

と

〈
凡
夫

の
為

に
す

る

〉

と

い
う

こ
と

は
、

必
ず

し
も

善

導

に
限

る
も

の

で

は
な

い
。
が

、

し
か

し

末
法

濁

悪

の
凡
夫

と

い
う

観
念

が

よ
り

強

力

に

認
め

ら

れ

る

こ

と

は
、

道
綽

の

主
張

す

る
末

法

思
想

の
影

響

に
よ

つ
て
、

こ
れ

を

強

く
意

識

し
自

覚

す

る

こ
と

に
よ

る
も

の
と

思

う
。

こ
れ

は
、

曇

鷲

の
教
学

思

想

と

対

比

し

て
考

え

る

と
き

、
極

力

、

阿
彌

陀

仏

の
本

願

を
説

き

な

が

ら

も

、
徹

底

し
た

罪

悪
生

死

の
凡

夫

と

し

て

の

人
間
観

は
、
曇

鸞

教
学

に

お

い

て
見

出

す

こ

と

は

で
き

な

い
。

そ

れ

は
曇

鸞

の
時

代

に
お

い

て

、

一
面

、

切

々
た

る
末

法

観

の
意

識

さ
れ

な
か

つ
た

こ

と
を
'意

昧

す

る
も

の
で
あ

つ
て
、

陦

代
的

差

異

と

い
う

よ

り

外
.は
な

い

で
あ

ろ
う

。

い
ず

れ

に

し

て
も

、
善

導

が

『
観

経

潴
に
説

か
れ

て
あ

る
す

べ
て

の
こ

と
が

ら

を

如
実

に

み
る

こ
と
が

で
き

た

の
は
、

道

綽

の
末

法

を

主
張
す

る

中

心
的

思

想

を
禀

承

し

た
か

ら

で

あ

る

と

い
い
う

る
で

あ

ろ
う

。

さ
て

、

こ

の
よ

う

に

『
観

無
量
寿

経

』
を

如
実

に

な
が

め

、

そ

し

て
真

の
意

味

を

把

握

し
て

大

経
す

な

わ
ち

『
無

量

寿

経

嗣
を

み
な

お

し
た
。

そ

こ

に
説
か

れ

る
阿
彌

陀

仏

の
本

願

(
四

十

八

願
)

は
、

こ
と

ご

と
く

が
末

法

濁

悪

の

罪
悪

生
死

の
凡

夫

の
た

め

の

大
悲

で
あ

る

こ

と
が

信

知

さ
れ

た

の

で
あ

る

。

こ
こ

に

お
い

て
、
か

れ

の
宗

教
的

思

想

の
立

場

は
明
確

と
な

つ
た

の
で

あ

る

。
す

な

わ

ち

こ
れ

は

〈

三
心

釈
〉

に

説

か

れ
る

〈
機

法

二
信

〉

の
確

信

的
思

想

で

あ

る
。

一
老

決

定

深

信

、

自

身

是

非

悪

生

死

凡

夫

、

贖

劫

巳

来

常

没

常

流

転

、

無

有

出

離

之
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縁二

者

決

定

深

信

、

彼

阿

彌

陀

仏

四

十

八

願

、

摂

授

衆

生

、

無

疑

無

慮

乗

仏

願

力

定

得

往

生

こ

の

く
機
法

二

信
V

を
も

つ
て
、

さ
き

に
あ

げ

た

〈
我

ら

愚
痴

の
身

、

曠

劫

よ
り

こ

の
か

た
流

転

し

て

今

、
釈

迦

仏

の
末

法

の
遺

跡

た

る
、
彌

陀

の
本

誓

願

極
楽

の
要

門

に
逢

え
り

〉

と

、

『
観

経
疏

脚
開
巻

才

一
に
.述

べ
る

こ

と
ば

を

考
察

す
る

と
き

、

末

法

思

想

に
対

す

る
善
導

の

立
場
が

見

出

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

い
わ
ゆ

る

く
機

法

二
信

V

の
確

信
的

思

想

は
、

末
法

の
思

想
を

基

盤

と

し
て

、
善

導

の

教

学

思
想

の
立
揚

が

}
そ
う

明
確

と

な

る

で

あ

ろ
う
。

そ

し

て

談

た

こ

の
こ

と
は

、

一
面
、

仏
典

の
中

に
説

か

れ

る

五
濁

お
よ

び
法

滅

な

ど
を

ふ
く
む

末
法

思

想
が

単

な

る
時

代
意

識
と

し

て

み
ら

れ

た
ば

か
り

で
な

く

、
あ

る

い

は
ま

た

、
む

や

み
に
宿

命
観

を

い

び

か

せ
る
も

の
で

も

な

く
、
善

導

は
ど

こ

ま

で
も

末

法

の

自
覚

が

人
間
存

在
そ

の
も

の
に

結

び

つ
く
も

の

と

せ
ら

れ

た
。

そ
れ

は

、
実

存

と

し

て
思
惟

せ
ら

れ

る

人
間
が

、

苦

悩

を

も

ち
罪

悪

の
課

題

を
負

わ

さ

れ

て

い
る

こ
と
を

信

知

し

た
か

ら

で
あ

る
。

ま

た

こ
の
よ

う
な

人

間
的

苦

悩

は

、
特

定

の
時

代

に

の

み
結

び

つ
く

も

の
で

は
な

く

、
内

面

的

人

間

の

反

省

に

お

い

て
、
時

代
を

超

え
た

と

こ

ろ

の

人
間

の
根
源

的

罪

悪

の
自
覚

に

た

つ
も

の

で
あ

る
。

さ
れ

ば

善

導

は
、

一
般

に
時

代
苦

と
し

て
内

観

せ
ら

れ
た

末
法

の
重

厭

か

ら

、
む

し
ろ

歓
喜

へ
の
躍

進

と

し

て
、

そ

の
道
を

本

願

の
救

い

に
求

め

て
行

つ
た

の

で
あ

る
。

か

れ

が

『
往

生
礼

讃

輌
に

万

年

三

宝

滅

、

此

経

住

百

年

爾

時

聞

一

念

皆

当

往

彼

、

願

共

諸

衆

生

往

生

安

楽

国

と

述

べ
て

い
る

こ

と
は

、

と
く

に

こ
の

こ
と

を

意

味
す

る
で

あ

ろ

う

。

こ

の
よ

う

に
末

法

濁

悪

の
世
、

そ
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し

て

人
間

は

罪
悪

の
鈍

機

と
自

覚
す

る

こ
と

に
お

い

て
、

そ

こ
に
如

来

の

大
悲

が

そ

そ

が

れ

る

こ
と

を
信

知
さ
れ

た
。

か

の
〈
信

法

〉

の
確
信

的

思

想
が

そ

れ
で

あ

る
。

要
す

る

に
、
濁
世

末

代
の

罪
悪

生

死

の
自

覚

が

決

定
づ

け
ら

れ

た

こ
と

は

、

道
綽

の

主
張
す

る

末
法

思

想

を
基

盤

と
す

る

も

の

で
あ

る
。

こ

の
基

盤

な

く

し
て

は

、
恐

ら

く

『
観

無
量

寿

経

磯

に
説

か
れ

る
真

の

意
味

は

把
握

で
き

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

。

聖

邁
門

諸

師

は
も

ち

ろ

ん

、
曇

鸞

に

お

い
て
さ

え

そ
う

で

あ

つ

て
、

ま

つ
た
く

善
導

が

古

今

の
埋

解

を
楷

定

し

て

く
凡

入

報
土

V

の
教
学

を
成

立

せ

し
め

た

こ
と

は

、
末

法

思
想

の
甚

大
な

る

影
響

と

い
わ
ね

ば

な

ら

な

い
。
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