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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
二
回

『
教
行
証
文
類
』
に
つ
い
て
（
二
）

高
田
短
期
大
学
学
長

栗

原

廣

海

三
、
立
教
開
宗
の
根
本
聖
典

親
鸞
聖
人
は
、
生
涯
に
お
い
て
多
く
の
書
物
を
残
さ
れ

ま
し
た
。
特
に
晩
年
に
は
、
驚
く
ほ
ど
精
力
的
に
著
述
活

動
に
励
ま
れ
ま
し
た
が
、
数
多
い
書
物
の
中
で
、
『
教
行

証
文
類
』
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
の
で
し
ょ
う
か
。

「
宗
教
法
人
高
田
派
宗
制
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
仏
説
無
量
寿
経
の
本
義
に
則
り
、
顕
浄

土
真
実
教
行
証
文
類
を
著
述
し
、
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、

道
綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
の
七
高
僧
の
釈
義
を
承
け
、

正
信
念
仏
の
教
義
を
大
成
し
、
人
類
救
済
の
真
宗
を
開

顕
さ
れ
た
。
こ
れ
が
わ
が
宗
派
、
立
教
開
宗
の
本
旨
で

あ
る
。

こ
こ
に
は
、
『
教
行
証
文
類
』
が
真
宗
立
教
開
宗
の
根

本
聖
典
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
高
田
派
だ
け
で
は
な
く
、
真
宗
十
派
す
べ
て
に
共

通
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
聖
人
が
『
教
行
証
文
類
』
を
著

述
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
立
教
開
宗
と
し
て
い
る
の
で

す
。
真
宗
十
派
は
、
互
い
に
連
携
し
て
時
代
に
即
応
し
た

教
化
活
動
を
展
開
し
、
社
会
の
要
請
に
こ
た
え
、
平
和
と

福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
真
宗
教
団
連
合
を

組
織
し
て
い
ま
す
が
、
真
宗
教
団
連
合
で
は
、
元
仁
元
年

（
一
二
二
四
）
四
月
十
五
日
、
聖
人
が
五
十
二
歳
の
と
き

に
、
常
陸
国
（
茨
城
県
）
稲
田
の
草
庵
に
お
い
て
『
教

ひ
た
ち
の
く
に

行
証
文
類
』
を
完
成
さ
れ
た
と
し
、
四
月
十
五
日
を
「
真

宗
立
教
開
宗
記
念
日
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
則
っ

て
、
こ
の
日
に
法
会
を
催
し
、
真
宗
十
派
共
通
の
「
和
訳

正
信
偈
」
を
勤
行
す
る
派
も
あ
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
実
際
に
は
、
元
仁
元
年
が
『
教
行
証
文
類
』
完

成
の
年
で
あ
っ
た
と
断
定
は
で
き
な
い
よ
う
で
す
。
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四
、
『
教
行
証
文
類
』
完
成
は
元
仁
元
年
？

元
仁
元
年
が
『
教
行
証
文
類
』
完
成
の
年
で
あ
っ
た
と

す
る
考
え
方
は
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
聖
人
が
こ
の
書
に
記
さ
れ
て
い
る
次
の
文
が

根
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

三
時
の

教

を
案
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を

き
よ
う

に
よ
ら
い
は
つ

ね

は
ん

勘

う
る
に
、

周

の
第
五
の
主
、
穆
王
五
十
一
年

か
ん
が

し
ゆ
う

し
ゆ

ぼ
く
お
う

壬

申
に
当
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り
わ
が
元
仁
元

み
ず
の
え
さ
る

年
甲

申
に
至
る
ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。

き
の
え
さ
る

ま
た
『
賢

劫

経
』
・
『
仁

王

経
』
・
『
涅
槃
』
等
の

け
ん
ご
う
き
よ
う

に
ん
の
う
き
よ
う

ね

は
ん

説
に
依
る
に
、
す
で
に
も
っ
て
末
法
に
入
り
て
六

ま
つ
ぽ
う

百
八
十
三
歳
な
り
。

こ
れ
は
、
「
化
身
土
文
類
」
中
の
文
で
、
「
今
」
で
あ

る
元
仁
元
年
が
、
末
法
に
入
っ
て
何
年
に
な
る
の
か
が
述

べ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
の
部
分
を
書
い

て
お
ら
れ
る
の
が
元
仁
元
年
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
年
を
『
教
行
証
文
類
』
完
成

の
年
と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
も
そ
も
完
成
と
は
、
何
を
も
っ
て
完
成
と
す
る
か

が
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。
と
も
あ
れ
確
か
な
の
は
、
こ

の
年
に
こ
の
文
を
執
筆
中
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
も
聖
人
の
行
実
を
う
か
が
う
上
で
は
大

変
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

以
前
か
ら
「
草
稿
本
」
と
言
わ
れ
て
き
た
、
聖
人
真
蹟

の
『
教
行
証
文
類
』
が
あ
り
ま
す
。
も
と
は
板
東
報
恩
寺

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
「
板
東
本
」
と
も
言
い
、

現
在
は
東
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
「
東
本
願

寺
本
」
と
も
言
わ
れ
、
「
国
宝
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
は
こ
の
本
は
最
初
に
書
か
れ
た
草
稿
本
で
は
な
く
、

こ
の
本
以
前
に
一
応
完
成
し
て
い
た
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
赤
松
俊
秀
氏
が
明
ら

か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
書
写
の
年
代
を
、
赤
松

氏
は
、
筆
跡
が
文

暦

二
年
（
一
二
三
五
）
前
後
に
書
写

ぶ
ん
り
や
く

さ
れ
た
『
見
聞

集

』
と
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

け
ん
も
ん
し
ゆ
う
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文
暦
元
年
（
一
二
三
四
）
、
聖
人
六
十
二
歳
頃
で
あ
ろ
う

と
推
定
さ
れ
た
の
で
し
た
（
『
人
物
叢
書

親
鸞
』
）
。
平

松
令
三
氏
は
、
こ
れ
に
対
す
る
重
見
一
行
氏
の
、
聖
人
五

十
八
歳
な
い
し
は
六
十
歳
の
頃
と
す
る
説
を
挙
げ
つ
つ
、

も
う
五
、
六
年
後
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
推
定

し
て
お
ら
れ
ま
す
（
歴
史
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

『
親
鸞
』
）
。

37

書
写
さ
れ
た
の
が
こ
の
頃
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
、
そ
れ

ま
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
草
稿
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

赤
松
氏
は
、
元
仁
元
年
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
推
定
し

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
実
の
よ
う

で
す
。五

、
元
仁
元
年
と
い
う
年

元
仁
元
年
と
い
う
年
は
、
聖
人
に
と
っ
て
特
別
な
意
味

を
も
つ
年
で
し
た
。
覚
信
尼
が
誕
生
さ
れ
た
年
で
あ
り
、

聖
人
が
生
涯
師
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
法
然
上
人
の
十
三
回

忌
に
当
た
る
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
年
は
、

法
然
上
人
の
十
三
回
忌
を
機
縁
と
し
て
盛
り
上
が
る
専
修

念
仏
に
対
し
、
比
叡
山
延
暦
寺
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た

「
延

暦

寺
奏

状

（
延

暦

寺
大
衆
解
）
」
に
よ
っ
て
、

え
ん
り
や
く

じ

そ
う
じ
よ
う

え
ん
り
や
く

じ

た
い
し
ゆ

げ

専
修
念
仏

停

止
の
宣
旨
が
出
さ
れ
、
再
び
念
仏
が
禁
止

せ
ん
じ
ゆ
ね
ん
ぶ
つ
ち
よ
う

じ

せ
ん

じ

さ
れ
た
年
だ
っ
た
の
で
す
。
先
に
挙
げ
た
「
三
時
の
教
を

案
ず
れ
ば
」
の
文
の
前
に
は
、
厳
し
い
口
調
で
次
の
文
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
れ
ば
穢
悪
・

濁

世
の
群

生

、
末
代
の
旨
際

え

あ
く

じ
よ
く

せ

ぐ
ん
じ
よ
う

ま
つ
だ
い

し

さ
い

を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、

そ
う

に

い

ぎ

そ
し

ど
う
ぞ
く

己

が
分
を
思
量
せ
よ
。

お
の
れ

こ
の
文
に
は
、
煩
悩
に
穢
れ
、
濁
っ
た
世
を
生
き
て

け
が

い
る
末
法
の
衆
生
が
、
末
法
は
ど
う
い
う
時
代
で
あ
る
か

も
知
ら
な
い
で
、
戒
律
を
守
っ
て
い
な
い
僧
侶
や
尼
僧
を

毀
っ
て
い
る
が
、
戒
律
を
守
れ
な
い
の
が
末
法
に
生
き
る

人
間
の
避
け
ら
れ
な
い
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
そ
ん
な
末
法

に
お
い
て
は
念
仏
以
外
に
救
わ
れ
る
道
は
な
い
こ
と
に
気

づ
け
と
の
、
聖
人
の
強
い
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
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そ
れ
は
、
念
仏
停
止
の
宣
旨
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
元
仁
元
年
は
、
聖
人
が
『
教

行
証
文
類
』
執
筆
の
必
要
性
を
痛
感
さ
れ
、
執
筆
を
始
め

ら
れ
た
年
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
、
十
分
に
説
得
力
を
も

つ
説
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

六
、
「
板
東
本
」
の
完
成
は
い
つ
？

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
す
と
、
『
教
行
証
文
類
』

の
完
成
は
、
清
書
本
と
し
て
書
写
さ
れ
た
「
板
東
本
」
の

完
成
を
意
味
す
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
は

そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

赤
松
氏
は
、
板
東
本
『
教
行
証
文
類
』
が
、
一
度
書
写

さ
れ
た
後
何
度
も
推
敲
を
繰
り
返
し
、
用
紙
を
改
め
て
書

き
換
え
ら
れ
た
部
分
も
多
々
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
そ
の
作
業
は
帰
洛
の
地
に
お
い
て
絶
え
間
な
く
、

八
十
歳
を
過
ぎ
て
も
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
い
つ

が
完
成
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
寛
永
五
年

（
一
二
四
七
）
、
聖
人
七
十
五
歳
の
と
き
、
京
都
に
帰
ら

れ
て
か
ら
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
聖
人
の
従
弟
（
叔
父
日
野

範
綱
の
実
子
、
後
宗
業
の
子
）
に
当
た
る
沙
弥
尊
蓮
と

の
り
つ
な

む
ね
な
り

し
や

み

そ
ん
れ
ん

い
う
方
に
書
写
を
許
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
こ
の
と
き

に
は
、
披
見
に
堪
え
う
る
と
自
信
の
も
て
る
、
ほ
ぼ
完
成

に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
に
は
、
専
信
房
専

海
上
人
が
書
写
を
許
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
我
が
高
田
派
に

伝
わ
る
『
教
行
証
文
類
』
は
、
も
と
は
親
鸞
聖
人
の
真
蹟

と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
結
果
、
専

信
上
人
が
書
写
し
た
本
を
、
専
信
上
人
の
師
で
あ
る
真
仏

上
人
が
再
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の

で
し
た
。
現
在
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
開
山
聖
人
七
百
五
十
回
遠
忌
報
恩
大
法
会
を

記
念
し
て
『
真
宗
高
田
派
聖
典
』
が
上
梓
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
こ
に
収
載
さ
れ
た
『
教
行
証
文
類
』
は
、
真
仏
上
人
書

写
本
を
底
本
と
す
る
も
の
で
す
。


