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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
十
一
回

顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
（
三
）

高
田
短
期
大
学
学
長

栗

原

廣

海

一
、
出
世
本
懐
の
経

前
回
考
察
し
た
「
教
文
類
」
の
冒
頭
で
、
親
鸞
聖
人
は
、

釈
尊
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
わ
ん
と
し
て
、
特
に
愚
か
な

凡
夫
の
た
め
に
真
実
の
利
益
で
あ
る
弥
陀
の
本
願
の
名
号

を
説
か
れ
た
『
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
真
実
の
「
教
」
で
あ

る
と
さ
れ
、
そ
の
本
願
の
は
た
ら
き
は
、
往
相
・
還
相
の

二
種
の
回
向
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
往
相
の
回

向
に
真
実
の
「
教
」
「
行
」
「
信
」
「
証
」
の
四
法
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
続
い
て
、

何
を
も
っ
て
か

出

世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を

な
に

し
ゅ
っ

せ

だ
い

じ

し

得
る
と
な
ら
ば

う

と
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
『
無
量
寿
経
』『
無

量

寿
如
来
会
』

む

り
よ
う
じ
ゆ
に
よ
ら
い

え

『

平

等
覚

経

』
と
、

憬

興
の
『
無

量

寿

経

連
義

び
よ
う
ど
う
が
く
き
よ
う

き
よ
う
ご
う

む

り
よ
う
じ
ゆ
き
よ
う
れ
ん

ぎ

述

文
賛
』
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
出
世
の
大
事
」

じ
ゆ
つ
も
ん
さ
ん

と
は
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
た
真
意
・

目
的
の
こ
と
で
す
。『
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
真
実
の
「
教
」

で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
が
こ
の
世

に
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
た
真
意
・
目
的
は
、『
無
量
寿
経
』

を
説
く
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
、
つ
ま
り
『
無
量
寿
経
』
こ

そ
が
釈
尊
の

出

世
本
懐
の
経
で
あ
る
こ
と
を
聖
人
は
宣

し
ゆ
つ

せ

ほ
ん
が
い

言
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
八
万
四
千
と
も
言
わ
れ

る
釈
尊
の
一
代
の
説
法
の
中
で
、
何
を
根
拠
に
そ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
宣
言
の
正
し
さ
を
、

そ
の
後
の
引
文
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お

ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
比
叡
山

で
二
十
年
間
勉
学
さ
れ
た
天
台
宗
の
「

教

相
判

釈

」
が

き
よ
う
そ
う
は
ん
じ
や
く

意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。

教
相
判
釈
と
は
、
仏
陀
の
生
涯
の
教
え
を
、
分
類
・
判
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別
す
る
こ
と
で
、
中
国
や
日
本
の
各
宗
の
祖
師
た
ち
は
、

皆
こ
の
教
相
判
釈
を
行
い
、
そ
れ
を
宗
義
の
基
礎
と
し
ま

し
た
。
聖
人
が
学
ば
れ
た
天
台
宗
に
は
「
五
時
八
教
」
と

い
う
教
相
判
釈
が
あ
り
、
『
法
華
経
』
を
出
世
本
懐
の
経

と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
法
華
経
』
の
「
方
便
品
」
に

ほ
う
べ
ん
ぼ
ん

「
一
大
事
因
縁
を
も
っ
て
世
に
出
現
す
る
」
と
い
う
一
節

が
あ
る
こ
と
を
一
つ
の
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

の
事
実
に
鑑
み
る
と
き
、
聖
人
の
お
っ
し
ゃ
る
「
何
を
も

っ
て
か
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら

ば
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
節
を
強
く
意
識
さ
れ
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

二
、
な
ぜ
『
無
量
寿
経
』
以
外
の
経
典
も
引
用
さ
れ
る

の
か

『
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

の
に
、
な
ぜ
他
の
経
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
『
無
量
寿
経
』
に
は
異
訳
が
存
在
す
る
か
ら
で

す
。
古
来
、
「
五
存
七
欠
十
二
訳
」
と
言
わ
れ
、
五
種
類

の
漢
訳
は
現
存
し
て
い
ま
す
が
、
七
種
類
の
漢
訳
は
散
逸

し
て
現
存
し
ま
せ
ん
。
散
逸
し
た
七
種
類
全
部
が
存
在
し

た
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
い
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

現
存
す
る
五
種
類
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
『
仏
説
無

量

清

浄

平

等
覚

経

』
四
巻

ぶ
つ
せ
つ

む

り
よ
う
し
よ
う
じ
よ
う
び
よ
う
ど
う
が
く
き
よ
う

②
『
仏
説
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道

経

』

ぶ
つ
せ
つ

あ

み

だ

さ
ん

や

さ
ん
ぶ
つ

さ

る

ぶ
つ
だ
ん

か

ど

に
ん
ど
う
き
よ
う

（
別
名
『
大
阿
弥
陀

経

』
）
二
巻

だ
い

あ

み

だ

き
よ
う

③
『
仏
説
無

量

寿

経

』
二
巻

ぶ
つ
せ
つ

む

り
よ
う
じ
ゆ
き
よ
う

④
『
無

量

寿
如
来
会
』
二
巻

む

り
よ
う
じ
ゆ
に
よ
ら
い

え

⑤
『
仏
説
大

乗

無

量

寿

荘

厳

経

』
三
巻

ぶ
つ
せ
つ
だ
い
じ
よ
う

む

り
よ
う
じ
ゆ
し
よ
う
ご
ん
ぎ
よ
う

こ
れ
ら
は
成
立
年
代
に
差
が
あ
り
、
大
ま
か
な
言
い
方

で
す
が
、
①
と
②
は
相
当
古
い
時
代
に
イ
ン
ド
で
成
立
し

た
経
典
の
翻
訳
で
あ
り
、
③
④
⑤
は
、
①
や
②
が
も
と
に

な
っ
て
、
後
に
成
立
し
た
経
典
の
翻
訳
で
す
。
で
す
か
ら

説
か
れ
て
い
る
内
容
も
微
妙
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
聖
人
は
③
の
『
無
量
寿
経
』
を

正

依
と
し
な
が
ら

し
よ
う

え
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も
、
異
訳
に
も
目
を
通
さ
れ
、
『
無
量
寿
経
』
か
ら
の
引

用
だ
け
で
は
十
分
に
真
実
が
伝
わ
り
づ
ら
い
と
お
考
え
に

な
っ
た
と
こ
ろ
は
、
異
訳
に
た
ず
ね
ら
れ
、
異
訳
か
ら
の

引
用
で
も
っ
て
補
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

「
教
文
類
」
に
お
い
て
は
、
『
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
釈

尊
の
出
世
本
懐
の
経
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、

『
無
量
寿
如
来
会
』
と
『
平
等
覚
経
』
の
文
に
も
た
ず
ね

て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
他
の
箇
所
で
は
②

も
引
用
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
、
⑤
を
引
用
な
さ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

三
、
出
世
の
大
事

で
は
、
釈
尊
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
た
真

意
・
目
的
が
『
無
量
寿
経
』
を
説
く
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た

こ
と
を
、
何
に
よ
っ
て
知
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
こ
れ
か
ら
愚
か
な
凡
夫
の
た
め
に
真
実
の
利
益
で
あ

る
弥
陀
の
本
願
の
名
号
を
説
こ
う
と
さ
れ
る
釈
尊
の
お
姿

が
、
弟
子
の
阿
難
が
今
ま
で
に
拝
見
し
た
こ
と
が
な
い
ほ

ど
に
神
々
し
く
気
高
く
、
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
で

す
。『

無
量
寿
経
』
で
は
、
阿
難
が
拝
見
し
た
、
お
姿
の
尊

さ
に
現
れ
て
い
る
五
つ
の
徳
を
釈
尊
に
申
し
上
げ
て
い
ま

す
。
第
一
に
「
今
日
世
尊
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え

き

ど
く

り
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
説
法
を
す
る
前
に
は
、
釈
尊
は

「

定

」
に
入
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
今
日
は
い
つ

じ
よ
う

も
と
は
違
う
特
別
の
「
定
」
に
入
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

拝
察
さ
れ
る
と
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

第
二
に
、「
今
日
世
雄
、
仏
の
所
住
に
住
し
た
ま
え
り
」

せ

お
う

と
言
わ
れ
ま
す
。
煩
悩
の
悪
魔
を
対
治
す
る
世
の
雄
者
と

し
て
、
仏
の
さ
と
り
の
世
界
に
入
っ
て
お
い
で
に
な
る
よ

う
に
拝
せ
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。

第
三
に
「
今
日
世
眼
、
導
師
の
行
に
住
し
た
ま
え
り
」

せ

げ
ん

と
言
わ
れ
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
智
慧
で
世
を
導
く
眼
と
し
て
、

- 4 -

導
師
の
行
に
お
つ
き
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
拝
せ
ら
れ
る

と
言
う
こ
と
で
す
。

第
四
に
、「
今
日
世
英
、
最
勝
の
道
に
住
し
た
ま
え
り
」

せ

よ
う

と
言
わ
れ
ま
す
。
世
の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
智
慧
あ
る
者

と
し
て
、
こ
の
上
な
い
さ
と
り
の
道
に
お
入
り
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
拝
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
五
に
、「
今
日
天
尊
、
如
来
の
徳
を
行
じ
た
ま
え
り
」

と
言
わ
れ
ま
す
。
天
の
中
で
最
も
尊
い
者
と
し
て
、
如
来

の
徳
を
行
じ
て
お
い
で
に
な
る
よ
う
に
拝
せ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
以
上
、
釈
尊
が
五
つ
の
瑞
相
を
あ
ら
わ
し

て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
「
五
徳
瑞
現
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

阿
難
は
続
け
ま
す
。

「
去
・
来
・
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま

こ

ら
い

げ
ん

ぶ
つ

ぶ
つ

ぶ
つ

ね
ん

え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
な
き

い
ま

ぶ
つ

し
ょ
ぶ
つ

ね
ん

こ
と
を
得
ん
や
。
何
が
ゆ
え
ぞ
威
神
の

光

、

光

え

な
ん

い

じ
ん

ひ
か
り

ひ
か
り

い
ま
し
し
か
る
」
と
。

「
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
の
諸
仏
は
、
お
互
い
に

念
じ
あ
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
日
の
世
尊
も
ま

た
、
諸
仏
を
念
じ
て
お
ら
れ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
世
尊
の
お
姿
が
こ
の
よ
う
に

神
々
し
く
光
り
輝
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
ょ
う
か
」

こ
れ
は
、
今
か
ら
素
晴
ら
し
い
説
法
を
な
さ
る
準
備
に

相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
い
う
、
阿
難
の
確
信
が
語
ら
れ
た

こ
と
ば
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

釈
尊
は
阿
難
に
、
「
諸
天
の
、

汝

を
教
え
て
、
来
し

し
ょ
て
ん

な
ん
じ

お
し

き
た

て
仏
に
問
わ
し
む
る
や
、

自

ら
慧
見
を
も
っ
て
、
威
顔

ぶ
つ

と

み
ず
か

え

け
ん

い

げ
ん

を
問
え
る
や
」
、
つ
ま
り
、
「
梵
天
や
帝
釈
天
等
の
諸
天

と

が
あ
な
た
に
教
え
て
、
私
の
所
へ
来
さ
せ
て
、
そ
の
よ
う

な
質
問
を
さ
せ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
自
ら
の
智
慧
で
私

の
威
顔
を
見
て
、
こ
れ
か
ら
私
が
素
晴
ら
し
い
説
法
を
す

る
こ
と
を
察
し
て
問
う
た
の
か
」
と
問
わ
れ
ま
す
。

以
下
は
次
回
を
期
し
た
い
と
思
い
ま
す
。


