
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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を

容

昜

に

し

、

そ

の
本

分

の
道

に
進

ま

し

め

、

こ

れ

に

よ

り

社

会

の
秩

序

を

恢

復

し

、
人

心

を

鎮

定

せ

ん

が

た

め

の

　
挙

両

得

策

と

し

て

の

方

便

に

吊

い
ら

れ

た

も

の

ギ
よ

う

で

あ

る

。

鯨

二

に

、

邪

宗

門

禁

圧

の

手

段

と

し

て
仏

教

寺

院

を

貯

い

、
仏

教

諸

宗

の

本

山

に
対

し
て

は
厳

格

な

法

度

を

下

し

、

を

の
組

織

を

整

備

し

、

{
宗

統

轄

の

機

関

た

ら

し

め

、

そ

の

実

施

に
寺

院

が

関

与

し

た

の

は

、

一
に

吻

支

丹

宗

門

を
厳

禁

し
で

信

徒

を

探

索

す

る

た

め

で

あ

つ
た

こ

と

は

い
う

ま

で

も

な

く

、

こ

れ

を

戸

ぼ
調

査

と

結

び

つ
け

.

庶

民

は

邪

宗

門

に

あ

ら

ぎ

る

こ

と

を

証

す

尉

だ

め

、

住

辺

地

の

何

れ

か

の
仏

教

寺

院

の

磨

那

と

し

て

登

録

し

な

け

れ

ば

安

居

楽

業

を

許

さ

れ

ぬ

よ

う

に

な

し

、

こ

ふ
に
寺

壇

関

係

、
寺

講

制

度

が

必

然

的

に

確

立

し

、

か

く

て

宗

門

改

は

こ

の
組

繖

を

通

じ

て
厳

重

に
行

わ

れ

た

。
然

し

、

こ

の

こ

と

は

ま

だ

他

に

も

理

由

が

あ

り

、
農

民

の

担

税

力

を

諞

査

す

る

た

め

に

も

用

い
ら

れ

た

.。

最

后

に

、
対

朝

廷

政

策

か

ら

出

た
も

の

で

、
朝

廷

の

勢

力

を
殺

い

で

、

噛

ら

こ

れ

を

吸

収

せ

ん

と

す

る

意

図

の

も

と

に

出

た

政

策

の

一

つ
で

あ

り

、
京

都

朝

廷

の
寺

院

に
対

す

蕎

従

来

の
権

力

を

関

車

(
舁

府

)

に
奪

う

た

め

の

手

段

と

し

て

用

い
た

の

で

あ

る

。

か

く

し

て

、
元

和

元

年

七

月

に

至

り

諸

宇

法

度

は

制

定

せ
ら

れ

た

が

、

既

に

そ

れ

以

前

に

、
禁

中

並

に

公

家

諸

法

度

の

由

に

お

い

て
む

僧

官

昇

進

等

の

規

定

は

設

け

あ

れ

て

お
り

、
対

朝

廷

政

策

の

き

ざ

し

は

見

受

け

ら

れ

る

。

然

し
ゴ

法

度

形

式

の

も

の

は

こ

瓦
に

於

て
初

め

て

成

立

し

た

の

で

は

な

ぐ

、

そ

の

端

は

、

大
宝

元

年

の

大

宝

令

の
中

に

収

め

ら

わ

て

い

る

僧

尼

令

が

最

初

で

あ

り

、
寺

院

法

度

制

定

の
序

幕

は

慶

長

六

年

に

ぱ

ず

で

に
開

か

れ

て

お

り

、
高

野

山

行

人

学

偲

の

芬

離

が

そ

れ

で

、

そ

の
後

寺

院

法

度

は

次

を

遂

う

て
発

布

せ

ら

れ

、
而

し

て

、

そ

の

制

定

は

慶

長

十

三

年

に

始

ま

り

元

和

元

昼

に

至

つ
て
完

成

し

た

。

か

よ

う

に

し

て

、

国

家

の

必

要

に
ま

り

種

々
の

法

度

が

制

定

せ

ら

れ

、
宗

団

と

し
て

は

外
面

的

形

式

も

整
,い

、
漸

次

喪

く

な

つ
て

い

っ
た

が

、

そ

の

実

、

宗

教

と

し

て

は

制

度

の

固

定

と

な

め

、
些

少

の

新

義

新

説

を

も

許

さ

れ

ず

、
萎

縮

沈

滞

し

、

従

来

の
発

劇

た

る

生

気

が

欠

け

、
仏

教

全

体

の

風

潮

と

し
て

は

余

り

健

全

た

る

も

の

で

は

な

く

な

つ
て

い

つ
た

。

即

ち

、

地

に

つ

い

た

宗

教

と

い
う

か

、
仏

教

本

来

の

教

え

か

ら

そ

れ

る
,と

こ

ろ

が

多

く

、

民

衆

の

要
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望

に

応

ぜ

な

い
ば

か

り

か

、
む

し
ろ

逆

行

す

る

向

き

さ

え

あ

ら

わ

れ

て

き

た

。

こ

の

よ
う

に

、
法

度

の
制

定

に

よ

り

良

い

面

も

出

て

き

た

が

.

そ

の

反

面

、

こ

れ

に
伴

う

弊

害

が

多

々
ゐ

ら

わ

れ

て
来

た

。

こ

の

こ

と

は

、
内

離

的

に

も
反

宵

す

べ
き

問

題

で

あ

る

が

・
そ

江

に
も

増

し

て

為

政

者

の

政

策

と

い
う

こ

と

に
大

き

く
左

右

さ

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

以

上

述

べ

た

と

こ

ろ

を

眺

め

て

察

知

し

得

る

こ

と

は

、
為

政

者

の

思

想

的

感

覚

(
信

仰

心

な

ど

)

よ

り

政

治

的

な

面

が

非

常

に
強

調

さ

れ

て

お

り

、

仏

教

を

政

策

の

具

と

し

て

取

扱

つ
て

い
る

と

い

う

こ

と

・
即

ち

、

仏

教

寺

院

を

近

世

社

会

機

搆

の
中

に

組

入

れ

、

無

秩

序

に
散

在

す

る
寺

院

を

組

織

的

に

し

、
中

央

集

権

化

を

図

り

、

封

建

的
体

制

下

に
統

制

し
て

、

更

に

こ

れ

を

他

の

政

策

面

に
利

用

し

た

に

す

ぎ

な

い
。

か

く

の

如

き

諸

種

の
事

由

に

よ
わ

、
江

戸

時

代

に
於

け

る
寺

院

法

は
成

立

し

、
且

つ
ほ

と

ん

ど
完

備

す

る

に

至

つ
た

の

で
あ

る

。

当

宗

法

度

と

雖

も

そ

の
例

外

で

は

な

く

、

こ

れ

ら

の
中

の

{
法

度

に

す

ぎ

ず

、
元

和

元

年

七

月

、

家

康

御

印

つ
き

で

発

布

ぜ
ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。
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