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善

導
伝
の

往
生

相
は、

『

浄
土
往
生

伝
』

の

善
導
伝
に

あ
る

記
述
を

受
け

継
ぎ、

捨
身
往
生
を
し

た
と
さ

れ

て

い

る
。

対
し
て

、

善
道
伝
の

往
生
相

は
、

こ

れ
と
は
全

く
異
な
っ

た

入
寂
の

様
子
を
記
し

て

い

る
。

そ

の

内
容

を
述
べ

る

と
、

善
道
が

二
・

三

日

前
か
ら
死
を

予
知
し
て
、

に

わ

か

に

軽

い

病
気
に

か

か

り、

室
を
閉
じ

て
、

お
だ
や

か

に

長
逝

し
た

と
い

う
の

で

あ

り
、

こ

こ

に

は

捨
身
往
生
と

は

全
く

違
っ

た

入
寂
の

模
様
が

記
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

そ
う
な
る

と
、

王

古
は

、

捨
身
往
生

を
し
た

善
導
と
、

穏
や
か

に
長
逝
し
た

善
道
の

二

人
を

考
え
て

い

た
と

い

う
こ

と

に
な
る

。

　

善
導
伝
に
お
け
る

捨
身
往
生

説
は
、

戒
珠
の

説
を
ほ

ぼ
そ
の

ま
ま
継
承

し
た

も
の

で

あ
っ

て、

戒

珠
と

同
じ
善
導
観
に
立
っ

て

い

た

こ

と

を
示
し

て

い

る
。

ま
た

、

当
時
の

捨
身
の

重
要
性
か

ら
判
断
し
て

も、

善
導
11

捨

身
往
生
者
と
い

う
記
述
は

必
要
で

あ
っ

た

と

考
え
ら
れ
る

。

　

と
こ

ろ

が
、

王

古
に

は

も
う
一

つ

の

善

導
観
が
あ
る

。

そ
れ

が

善
道
伝

に

示
さ
れ
る

前
掲
の

伝
承
で
、

そ
こ

で

は
六
九
歳
で

お
だ
や

か

に

長
逝
し

た

善
道
が

語
ら

れ

て

い

る
。

そ

の

入
寂

年
の

永
隆
二

年
が
金

石
文
等
に

よ

っ

て

傍
証
さ
れ

る

点
か

ら

考
え
て

、

こ

の

善
道
の

記
事
は

、

相
応
の

根
拠

に

基
づ

く
資
料
に

も
と、、
つ

い

て

書
か

れ

た
も
の

で

あ
る

と

考
え
る
。

　
つ

ま

り
二

つ

の

伝
記
を

総
合
し

て

考
え
る

と
、

王
占
は

戒
珠
に

よ

り
明

説
さ
れ

た

善
導
の

捨
身
往
生
が
一

般
に

流

布
し

て

い

た
の

で
、

こ

の

伝
承

を

尊
重
し
て

ま
ず
善
導
伝
を
編
述
し

た
。

し

か

し

他
面
、

な
お
多
く
残
存

し

て

い

た

諸
文
献
や
金
石

文
に

基
づ

い

た

善
導
の

資
料
を
集
め、

こ

れ

も

捨
て

る

事
が
で

き
ず

、

あ
え
て

善
道
伝
と

し
て

別
に

立

て
た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

つ

ま
り

『

新
修
往
生
伝
』

の

善
導
伝
で

は
、

「

浄
土

往
生
伝』

よ

り

続
く
善
導
像
を

継
続
さ
せ

る

と

共
に、

善
道
伝
に

よ

り、

『

浄
土

往

生

伝
」

で

は

記
さ
れ
て

い

な
い

善
導
の

往
生
相
等
を
他
の

資
料
に
よ

り
加

え
た
の

で

は

な
い

か

と

推
定
す
る

の

で

あ
る

。

無
量

寿
経
の

浄

土

観

緒

　
方

義

英

　
『
無
量

寿
経
』

の

教
説
は

、

無
量

寿
仏
と

そ
の

浄
土

に
よ
っ

て

＝

切

衆
生
の

救
済
」

が
成
立
す
る

こ

と

を
明
ら
か
に
し、

そ
れ

に

よ

っ

て

他
力

成
仏
の

因
果
を
開
示
す
る

も
の

で

あ
る

。

そ
こ

で

本
論
は、

『

無
量
寿
経
』

に

説
か
れ

る
「

無
量
寿
仏
と

浄
土
」

の

関
係
性
に

着
眼
し

、

そ
の

衆
生
済

度
の
一

端
を
考
察
す
る

も
の

で

あ
る

。

　

さ
て
、

無
量
寿
仏
の

浄
土
は、

一

切
衆
生
の

救
済
を

日
的
に

荘
厳
さ

れ

る

が、

そ
れ
は
無
量

寿
仏
自
身
が
止

覚
の

条
件
と
し

て

建
て

た

「

四

十
八

の

誓
願
」

に

根
拠

す
る

。

法
蔵
（
因
位
の

無
量
寿

仏
）

は
、

自
ら

の

国
土

を

荘
厳

す
る

に

あ
た
っ

て
、

二

百
冖

十
億
に

及
ぶ

諸

仏
の

国
土
の

中
か

ら
、

清
浄
に

荘
厳
さ
れ

た

仏
土
を
覩

見
し

て、

そ
の
一

切
の

功
徳
を

円
満

に

成
就
せ

ん

と

発
願
す
る

の

で

あ
る

が、

そ
れ
は
、

師
で

あ
る

世
自
在
王

仏
が

、

様
々

な

諸
仏
の

国
土

に

つ

い

て
、

そ
の

天

人
の

善
悪、

国
土

の

粗

妙
を

説
き、

法
蔵
の

願
に

応
じ

て

そ

れ
ら

を

示
現

さ
せ

た
こ

と

に
依
る

の

で

あ
る

。

こ

れ

に

よ
っ

て
、

被
救
済
者
と
な
る

べ

き
衆
生
の

問
題
性、

さ

ら
に

は

こ

れ

か

ら

荘
厳
し

よ

う
と
し

て

い

る

自
国
（

無
量
寿
仏
の

国
土
）

の

課
題
が

明
ら

か

と

な
り、

そ

こ

に

「

無
上

殊
勝
の

願
」

が
超
発
さ
れ
た

の

で

あ
る

。

　

願
を

超
発
し

た

法
蔵
は
、

五

劫
の

思
惟
を

要
し

て

仏
国
土
荘
厳
の

た

め

の

「

清
浄
行
」

を

摂
取
し、

そ
の

願
と

行
を

「

四

十
八
の

誓
願
」

に

表
し
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た．．
「

清

浄
行
」

と

は
、

正
し

く
煩

悩
の

穢
れ
を

断
ち
切
っ

て

清
浄
な
る

仏

国
土
を

荘
厳
す
る

た
め
の

行
で

あ
り

、

そ
れ

は
そ

の

ま
ま
一

切
衆
生
の

煩

悩
を

転
じ

て

菩
提
と
成

す
「

救
済
の

行
」

と
な
る

の

で

あ
る

。

　
「

四
十
八

の

誓
願
」

に

つ

い

て

は
、

一

切

衆
生
を

平
等
に

救

済
す
る
こ

と

に

集

約
さ

れ
る

が、

法
蔵
自

身
の

光
明
・

寿
命
を
成
就
す
る
願、

国
土

を

清
浄
に

荘
厳
す
る

願
、

国
土
の

菩
薩
を
教

化
地
に

至
ら
せ

る
願
な
ど、

衆
生
済

度
に

関

す
る
旦ハ
体
的
な、
願
行
が、

段

階
的
に

四
十
八
へ

と

展
開
さ

れ
る

。

そ

う
で

あ
る

か
ら、

そ
の

す
べ

て

の

願
が
成
満
さ
れ
る

と

こ

ろ

に

「

浄
土
」

は

荘
厳
さ
れ

、

同
時
に
一

切
の

衆
生
が

救
わ

れ

て

い

く

他
力
の

仏
道
も

完
成
す
る

の

で

あ
る

。

　

も
と

よ

り、

衆
生
済
度
の

眼
目
は

「

抜
苦

与
楽
」

で

あ
る

。

四
十
八
願

で

は
、

第
一

に

「

無
量
寿
仏
の

国
に

地
獄
・

餓
鬼
・

畜
生

の

三

悪
道
が
な

い
」

こ

と
、

第
二

に

「

再
び

三

悪
道
に

更
さ
な
い
」

こ

と

が
誓
わ

れ
、

そ

の

「

抜
苫
」

の

内
容
が

具
体
的
に

示
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

が
、

こ

れ
は、

被
救
済
者
の

住
む
匱
界
（
穢
土
）

に

三

悪
道
の

苦
が

あ
り、

現
に

三

悪
道

を

廻
っ

て

苦
し
ん

で

い

る

衆
生
が
い

る

か
ら
、

そ
の
＝ ．
悪
道
の

原
因
を
断

ち、

輪
廻
か
ら
解
脱
さ
せ

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　

救
済
の

根
本
を
な
す
こ

れ

ら
の

衆
生

利
益
は

、

往
生

後
の

果
報
と

し
て

得
ら
れ

る

利
益
と

さ
れ
て

い

る

た
め
、

そ
の

功
徳
を

無
量
寿
仏
の

国
土
に

み

て

い

く
こ

と

が
で

き
る

。

無
量
寿
仏
の

国
土
は
、

因
位
の

法
蔵
が

清
浄

な
る

願
を
発
し、

「

清
浄
行
」

を

摂
取
し
て
、

そ
の

願
行

成
就
の

上

に

荘
厳

さ
れ
る
「

浄
土
」

で

あ
る
か
ら

、

国
土
は

清
浄
に

し

て

煩
悩
の

穢
れ
な
く、

ど
こ

ま
で

も
我
執
や

差
別
を

離
れ
て

、

苦
し

み
を

生

起
さ

せ

る

こ

と
が

な

い

の

で

あ
る

。

反
対
に
、

煩

悩
の

尽
き

な
い

穢
土

で

は
、

我
執
や

差

別
を

離
れ
る

こ

と
が
な
く

、

常
に
苦
し

み

が

絶
え
な
い

世
界
と

な
る

の

で

あ
る

。

　
無
量
寿
仏
の

国
土
が
清
浄
に

荘
厳
さ
れ
る

こ

と

で
、

他

方
世

界
の

不
浄

性
が
明
ら
か
に

な
り、

そ
の

不
浄
な
る

こ

と

で

生
起
さ
れ
る

様
々

な

「

穢

十
の

諸
問
題
」

が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
て

く
る

。

こ

れ

は
正
し
く
浄
土
の

光

明
功
徳
に

よ
る

と

こ

ろ

で

あ
っ

て
、

浄
土

そ
の

も
の

が
他
方
の

世

界
を
照

ら
し、

衆
生
の

罪
悪
性
や
愚
痴
性
を
明
ら

か

に

す
る

の

で

あ
る

。

衆
生

の

煩
悩
を
滅

す
る
た

め
に

荘
厳
さ
れ
る
浄
土
は
、

常
に

智
慧
の

光
明
と

し
て

穢
土
を
照
ら
し、

衆
生

を
利
益
せ

ん

と

用
き
か

け
て

い

る
の

で

あ
る

。

　
こ

こ

に

「

浄
土
」

が
、

実
体
と

し
て

存
在
す
る

固
定
的
な
世

界
で

は

な

く、

常
に

穢
土
の

衆
牛
を

照
ら
し

て

利
益

す
る

「

光
明
世

界
」

（
智
慧
の

は
た

ら
き）

で

あ
り、

無
量
寿
仏
の

衆
生

済
度
に

必

要
不
可
欠
な
「

救
済

の

場
」

と

し
て

荘
厳
さ
れ
る

こ

と

が
明
ら

か

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

吉
蔵
の

法
華
経
疏
に

お

け
る

仏
身
論

　
　
　
　

寿
量
品
の

解

釈
を

中
心
と

し
て

藤

　
野

　
泰

　
二

　

本

稿
は
、

嘉
祥

大
師

吉
蔵
（

五

四

九

−
六
二

三
）

の

仏
身
論
に

つ

い

て、

『

妙
法
蓮
華

経
』

「

如
来
寿
量
品
第
十
六
」

に

対
す
る

注
釈
文
を
主
と

し
て
、

「

寿
量
品
」

に

お
い

て

明
ら
か
に

さ
れ
る
と

い

う
仏

身
の

常
住
が
、

吉
蔵
に

お

い

て

ど
の

よ

う
に

理
解
さ
れ

て

い

た
か

に

つ

い

て

考
察
し
た

も

の

で

あ
る

。

　

吉
蔵
は

三

身
説
の

名
称
と

し
て

『

摂
大
乗

論
』

（
世

親
釈
・

真

諦
訳）

の

法
身
・

応
身
・

化
身
の．
二

身
の

語
を

採
用
し

て

い

る

が、

こ

の

う
ち
応

身
に

対
す
る

捉
え

方
に

異
な

り
が

あ
り

、

応

身
を
ど
の

よ

う
に

解
釈
す
る
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