
昨

仏

い

ま

す
」

と

と

か

れ

た

こ

と

は

、

凡

夫

を

化

益

す

る

た

め

に

は
観

念

的

な

浄

土

で

は

な

く

、

指

方

立

相

の
浄

土

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と
著

え

た

か

ら

で

あ

ろ

う

、

善

導

教

学

の

研

究

t

特

に
凡

夫

性

の

強
調

に

つ
い

て

岸

泰

純

善

導

教

学

が

成

立

す

る

に

は

、
師

当

時

の
時

代

的

乃

至

思

想

的

な

背

景

が

重

要

な

問

懸

で

あ

る

。

南

北

朝

は

隋

に

よ

つ
て

統

一
さ

れ

た
が

そ

の
隋

代

に

は

、

天

台

、

三

論

、

三

階

教

等

が

勃

興

し
、
後

の
唐

代

は
支

那

仏

教

史

上

黄

金

疇

代

と

も

言

わ

る

べ
き

も

の

で

、
太

宗

の

帰

仏

外

護

も

あ

り

、
浄

土

教

、
法

相

、
華

厳

、
律

、

,

}̀.‐
v
縄
.
n
密

教

等

の
各

宗

派

が

独

立

大

成

さ

れ

る

に

至

つ
た

の

で

あ

る

。

道

綽

、
善

導

の

出

世

せ

ら

れ

た

時

代

即

ち
隋

末

唐

初

に

は

、

相

次

ぐ

戦

乱

や

、
北

周

武

帝

の
廃

仏

事

件

等

に

よ

り

、
法

滅

の
相

を

ま

ぎ

ま

ざ

と

示

し

、
人

4
に
末

法

到

来

の
自

覚

を

促

し

た

。

し
の

よ

う

な
中

に

あ

つ
て

道

綽

は

安

楽

集

に

、我
末
法
時
中
億
億
衆
生
起
行
修
道
未

有

　
人
得
者
当
今
末
法
現

是
五
濁
悪
世

、
唯
有
浄
土

一
門
可
通

入
路

と

い
い
又

諸
仏
大
慈
勤
煽
浄
土
縦
使

「
形
造
悪
但
能
繋
意
専
精
常
能
念
仏

}
切
諸
隲
自
然
倦
除
定
得
往
生
何
不

思
量
都
無
去
心
也

と
あ
る
如
く
、
末
法
の
世
に
於

け
る
時

機
に
相
応

し
た
教
が
道
綽

教
学
の
基
調
で
あ
り
、
西
方
願
生
の
思

想
は
、
益

々
民
衆
の
闇
に

広
ま

つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
綽
の
思
想
は
善
導

に
よ

つ
て
受

け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
善
導
は
正
し
く
観
経
疏

に゚
よ

つ
て
宗
を

立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
隋

代
已
来

、
糊
経
は
流
行
経
典
の

一
っ

と
し
て
数

え
ら
れ
て
い
た
.よ
う
で
あ

つ
て
、
善
導
以
前
に
於
て
も

浄
影
寺
恵
遠
、
天
合
智
鑽

、
吉
祥
寺
吉
蔵
等

に
よ

つ
て
各

々
そ
の

疏

が
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

、
善
導

は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も

満
足
さ
れ
な
か

つ
た
。
こ
,の
こ
と
は
善

導
の
観
経
疏
の
末
に

「
今

欲
出
此
観
経
要
義
樽
定
古
今
」

と
あ
る
文

に
よ

つ
て
明
ら
距

で
あ

る
。
で
は
何
故
諸
師

の
説
に
満
足
せ
ず

、
新

た
に
観
経
の
要
義
を

出
し
て
古
今
を
楷
定

せ
ん
と
決
意
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
。
そ
の
こ
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と

は
玄
義
分
に

今
羅
釈
伽
仏
末
法
之
遺
跡
弥
陀
本
誓
願
極
楽
之
要
門

と

い
い
、
又
散
喜
義
に

今
説
観
経
定
散
二
善
唯
為
韋
提
及
仏
滅
後
五
濁
五
苦
等

～
切
凡

夫
証
言
得
生

等

と
あ
る
如

く
観
経
を
以
て
特
に
末
法
今
日
σ
常
没
の
衆
生
の
為

に
説
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

又
当
時
隆
盛
を
極

め
た
摂
論
学
徒
は
γ
真
諦
に
ょ
り
訳
出
せ
ら

れ

た
無
著

の

「摂
大
乗
論
三
巻
」
及
び
世
親
の

「釈
論
+
五
巻
し

が
次
第

に
流
行
し
、
彼
ら
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
弥
陀

の
身
土
を
高

妙

な
る
報
身
報
土
と
な
し
、
従

っ
て
凡
夫

は
そ
こ
に
往
生
す
る
こ

と

は
出
来
な
い
と

し
又
、
観
経

、
無
量
寿
経
等
に
説
く
と
こ
ろ
の

凡
夫
が
+
念
の
力
を
以
て
即
得
往
生
す
る
と
説

い
て
あ
る
の
は
.

弥
陀
が
唯
凡
夫
を
し
て
懈
怠

な
ぢ

し
め
ぎ
ら
ん
が
た
め
に
方
便
と

し
て

「
即
得
」

と
説

い
た
の
み
で
あ
る
と
し
.
凡
夫
の
順
次
往
生

を
不
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
別
時
意
の
説
で
あ
る

が

、
こ
の
説
に
対

し
て
善
導
は
玄
義
分
に

論
云
如
人
念
多
宝
仏
即
於
無
上
菩
提
得
不

退
堕
者
凡
言
菩
提
乃

是
仏
果
之
名
亦
是
正
報
道
理
成
仏

之
法
要
須
万
行
円
備
方
乃
剋

成
豈
将
念
仏

「
行
即
望
成
者
無
存

量
処

と
し
、
又
、
摂
論
の
唯
願
無
行
説

に
対

し
て
は
名
号
釈
を
試

み
願

行
具
足
な
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
玄
義
分
に
け
、
摂

論
諸
師
が
観
経
下
品
下
生
の
+
声
様

仏
を
引

い
て
別
時
意
と
な
す

の
は
、
摂
論

の
文
に
唯
発
願

と
云

っ
て
行
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
り
、
是
れ
即
.ち
唯
願

を
別
時
意
と
な
す
こ
と
は
明

ら
か
で
一あ
り
、
「凡
そ
往
生
す
る
に
は

行
願
具
足

し
な
け
れ
ば
な
ら

ノ

ぬ

。

行

願

相

扶

け

て

蕨

為

皆

剋

す

る

こ

と

を

得

べ

し

と

言

い

、

一睾

「
今
此
論
中
言
発
願
不
論
有
行
」

と
し
、
従

つ
て
唯
往
生
の
た
め

の
因

と
な
る
の
み
と
ナ
る
の
で
あ

つ
て

・
こ
れ
に
対
す
る
善
導
の

一

見
解
は

今
此
観
経
中
+
声
様
仏
即
有
+
黶

+
行
具
足
云
何
具
足
言
南
無

者
是
帰
命
亦
是
発
願
回
向
之
義
言

何
弥
陀
仏
者
是
其
行
、
以
斯

義
故
必
得
往
生

と
し
、
従

つ
て
観
経
の
十
念
往
生
は
別
時
意

の
説

に
は
非
ず
と
し

て
い
る
。

又
観
経
の
九
品
観

に
対

し
て
は
、
浄
影
寺
慧
遠
等
が
九
品
を
以
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て
す
べ
て
聖
者

と
な
し
た
の
に
対

し
善
導
は
.
玄
義
分
に

看
此
観
経
定
善
及
三
輩
上
下
文
意
総
是
仏
去
世
後
五
渇
凡
夫
但

以
過
瀞
有
異
致
令
九
品
差
別

と
し
、
上
品
三
生
を
大
乗
の
凡
夫
、
中
品
三
生
を
小
乗
の
凡
夫

、

下

品
三
住
を
悪
に
遇
え
る
凡
夫
と
な
し
、
譌
品
の
往
生
入
を
、
こ

と
ご
と
く
凡
夫
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
見

解

の
相
違
は
ど
こ
に
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
経
に
対

す
る
御
点
の
相
違
よ
り
来
る
と
こ
ろ
で
、
諸
師
が
観
仏
為
宗
の
経

典

と
み
た
に
対

し
て
善
導
は
、
観
仏
念
仏

一
経
二
宗
の
説
を

た
て
、

観
仏
を
以
て
定
善
+
三
観
に
限
り
、
散
善
は
未
来
世
の
散
心
の
凡

夫

の
た
め
に
説
か
れ
た
仏
自
開
の
念
仏
為
宗
の
教

で
あ
る
と
し
て
、

観
仏

よ
り
除
外
し
て
考
え
た
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
諸
師
は
九
品

各

生
の
機
類
を
判
ず
る
に
、
証
得
す
る
果
報

よ
り
眺
め
た
に
対

し
、

善
導
は
九
品
往
生
を
す
る
行
人
の
修
す
る
因
行
よ
り
眺
め
て
機
類

を
判
じ
た
か
ら
、
善
導
独
自
の
九
品
観
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
善
導
は
、
諸
師
の
観
経
に
対
す
る
謬
解
を
正
す
る
た

め
に
観
経
疏
を
著

し
、
爨
鸞

、
道
綽
こ
師

の
教
義
を
継
承
し
、
以

て
観
経
の
真
意
、
随

つ
て
浄
土
教
の
本
義
を
大
成
さ
れ
た
の
で
あ

る

が

そ

の
教

学

の

基

調

は

、
末

法

時

に

於

け

る

為

凡

の
教

と

い
う

こ

と

で

あ

り

、
従

つ
て

師

の
浄

土

観

に

於

て

も

指

方

立

相

と

い
う

具

体

的

な
浄

土

を
構

え

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

浄

土

宗

法

度

の

研

究

巨

山

秀

彦

三

+

五

ケ

条

法

度

と

い

え
ば

隻

い

む
ず

と

も

江

戸

畴

代

で

、
徳

川

幕

府

に

よ

つ
て
作

ら

れ

た
法

度

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

そ
れ
で
は
・
な
に
ゆ
え
ζ
の
時
謬

募

よ
う
な
法
度
が
成
立
し

た

か

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

れ
.に

は
種

々
の

事

情

が

が

ら

ん

で

い
た

こ

と

は
事

実

で

あ

る

が

、

こ

丶
で

は

そ

の

い
ち

い
ち

に

つ
い

て

述

べ
る

こ

と

は

許

さ

れ

な

い
の

↑

、
次

に

大

ま

か

で

は

あ

る
が

、

三

十

五

ケ

条

法

度

成

立

の

由

来

に

つ

い

て
簡

記

す

る

。

第

{
に

.
徳

川

幕

府

施

政

当

蒔

の

社

会

情

勢

は

非

常

に

乱

れ

て

お

り

、

そ

の
混

乱

レ
た

世

相

を

収

拾

す

る

の

に

ま

ず

僧

偲

を

し

て

こ

れ

に
当

ら

し

め

だ

。

と

い
う

よ

り

、
常

規

を

逸

し

だ
僧

倶

が

行

動

を

矯

め

ん

が

た

ぬ

に
諸

宗

を

法

度

に
.よ

り

取

締

り

、
支

配

統

禦
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