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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
九
回

顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
（
一
）

高
田
短
期
大
学
学
長

栗

原

廣

海

一
、
標
挙
の
文
と
目
次

今
回
か
ら
「
教
文
類
」
を
拝
読
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
最
初
に

標

挙
の
文
と
、
本
書
全
体
の
構
成
を
あ

ひ
よ
う

こ

ら
わ
す
目
次
が
示
さ
れ
ま
す
。

真
実
の

教

し
ん
じ
つ

き
ょ
う

大
無

量

寿

経

だ
い

む

り
よ
う
じ
ゆ
き
よ
う

浄

土
真

宗

じ
ょ
う

ど

し
ん
し
ゅ
う

顕
真
実

教

一

け
ん
し
ん
じ
つ
き
ょ
う

顕
真
実

行

二

け
ん
し
ん
じ
つ
ぎ
ょ
う

顕
真
実
信

三

け
ん
し
ん
じ
つ
し
ん

顕
真
実

証

四

け
ん
し
ん
じ
つ
し
ょ
う

顕
真
仏
土

五

け
ん
し
ん
ぶ
つ

ど

顕
化
身
土

六

け
ん

け

し
ん

ど

浄
土
教
を
説
く
経
典
は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
中
で
も

『
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
は
、
古

来
よ
り
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
経
典
で
し
た
。
そ
れ
が
「
浄

土
三
部
経
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
選

択

せ
ん
じ
や
く

本
願
念
仏

集

』
の
次
の
文
に
よ
り
ま
す
。

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゆ
う

初
め
に
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
と
い
う
は
、

い
わ
く
三
経
一
論
こ
れ
な
り
。
「
三
経
」
と
は
、
一

に
は
『
無
量
寿
経
』
、
二
に
は
『
観
無
量
寿
経
』
、

三
に
は
『
阿
弥
陀
経
』
な
り
。「
一
論
」
と
は
、
天
親

て
ん
じ
ん

の
『
往
生
論
』
（
浄
土
論
）
こ
れ
な
り
。
あ
る
い
は

こ
の
三
経
を
指
し
て
浄
土
の
三
部
経
と
号
す
。

そ
し
て
、
「
三
部
経
」
の
名
は
、
「
法
華
の
三
部
」
「
大

日
の
三
部
」
「
鎮
護
国
家
の
三
部
」
「
弥
勒
の
三
部
」
な

ど
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、

い
ま
は
た
だ
こ
れ
弥
陀
の
三
部
な
り
。
ゆ
え
に
浄
土
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の
三
部
経
と
名
づ
く
。
弥
陀
の
三
部
は
こ
れ
浄
土
の

正

依

経

な
り
。

し
よ
う

え

き
よ
う

と
、
「
浄
土
三
部
経
」
と
称
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張

し
て
お
ら
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
も
、
法
然
上
人
を
受
け
て
『
無
量
寿
経
』『
観

無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
を
「
三
部
経
」
と
呼
び
、
ご

自
身
が
構
築
さ
れ
た
教
理
体
系
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
お

ら
れ
ま
す
が
、
法
然
上
人
と
は
違
う
親
鸞
聖
人
の
教
え
の

特
色
は
、
釈
尊
の
教
え
の
本
意
を
あ
ら
わ
す
「
真
実
の
教
」

は
『
無
量
寿
経
』
で
あ
り
、
こ
の
経
に
説
か
れ
る
弥
陀
の

本
願
念
仏
の
教
え
こ
そ
が
「
浄
土
真
宗
」
と
名
づ
け
る
こ

と
の
で
き
る
唯
一
の
教
法
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
に
お
い
て
は
「
そ
れ
真
実
の

教
を

顕

さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」

あ
ら
わ

と
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
真
実
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
顕
真
実
教

一
」
か
ら
「
顕
真

仏
土

五
」
ま
で
の
五
巻
が
著
さ
れ
る
と
と
も
に
、
最
後

の
巻
と
し
て
「
顕
化
身
土

六
」
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
巻
は
正
式
に
は
「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類

六
」

で
、
前
五
巻
と
は
対
照
的
に
「
方
便
」
を
説
く
巻
で
す
。

具
体
的
に
は
「
浄
土
三
部
経
」
の
他
の
二
経
で
あ
る
『
観

無
量
寿
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
に
お
け
る
方
便
の
教
え
が

書
か
れ
て
い
て
、
一
見
、
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
『
無
量

寿
経
』
の
内
容
を
示
す
巻
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を

受
け
ま
す
。
し
か
し
、
『
無
量
寿
経
』
が
説
く
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
に
は
、
真
実
と
と
も
に
、
直
ち
に
真
実
を
受
け

入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
真
実
に
導
く
た

め
の
方
便
が
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
顕
真
実
行

二
」
以
下
の
各
巻
の
標
挙
の
文
に
は
、

そ
の
巻
の
内
容
が
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
弥
陀
の
四

十
八
願
の
う
ち
の
ど
の
願
の
成
就
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
か

が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
真
実
行
」
は
第
十
七
願
「
諸

仏
称
名
の
願
」
の
成
就
、
「
真
実
信
」
は
第
十
八
願
「
至
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心
信
楽
の
願
」
の
成
就
、
「
真
実
証
」
は
第
十
一
願
「
必

至
滅
度
の
願
」
の
成
就
、
そ
し
て
「
真
仏
土
」
は
第
十
二

願
「
光
明
無
量
の
願
」
と
第
十
三
願
「
寿
命
無
量
の
願
」

の
成
就
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
方
便
を
説
く
「
顕
（
方
便
）
化
身
土

六
」
の
標
挙
の
文
に
は
、
「
無

量

寿
仏
観

経

（
観
無

む

り
よ
う
じ
ゆ
ぶ
つ
か
ん
ぎ
よ
う

量
寿
経
）
の

意

な
り
」
と
し
て
第
十
九
願
「
至
心
発
願

こ
こ
ろ

の
願
」
が
、
「
阿
弥
陀
経
の
意
な
り
」
と
し
て
第
二
十
願

「
至
心
回
向
の
願
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『
観

無
量
寿
経
』
は
第
十
九
願
を
説
く
経
典
、
『
阿
弥
陀
経
』

は
第
二
十
願
を
説
く
経
典
で
あ
る
が
、
と
も
に
第
十
八
願

の
真
実
に
導
く
重
要
な
方
便
の
経
典
と
し
て
『
無
量
寿
経
』

に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ

の
意
味
で
、
「
顕
真
実
教

一
」
か
ら
「
顕
化
身
土

六
」

ま
で
の
標
記
は
、
『
教
行
証
文
類
』
の
目
次
で
あ
る
と
と

も
に
、
『
教
行
証
文
類
』
全
体
が
『
無
量
寿
経
』
の
教
え

を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

二
、
題
号
・
選
号
と
浄
土
真
宗
の
大
綱

顕

浄

土
真
実

教

文
類
一

け
ん
じ
ょ
う

ど

し
ん
じ
つ
き
ょ
う
も
ん
る
い

愚
禿

釈

親
鸞

集

ぐ

と
く
し
ゃ
く
し
ん
ら
ん
し
ゅ
う

謹

で

浄

土
真

宗

を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向

つ
つ
し
ん

じ
ょ
う

ど

し
ん
し
ゅ
う

あ
ん

に

し
ゅ

え

こ
う

あ
り
。
一
は
往
相
、
二
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向

お
う
そ
う

げ
ん
そ
う

お
う
そ
う

え

こ
う

に
つ
い
て
真
実
の

教

行

信

証

あ
り
。

し
ん
じ
つ

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

（
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
を
う
か
が

う
と
、
弥
陀
の
本
願
力
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
二

種
の
回
向
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
往
相
回
向
で
あ

り
、
二
つ
は
還
相
回
向
で
す
。
そ
の
往
相
回
向
に

は
、
真
実
の
教
と
行
と
信
と
証
が
あ
り
ま
す
）

浄
土
の
真
実
の
教
え
を
説
く
経
は
『
無
量
寿
経
』
で
あ

る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
経
文
を
集
め
た
の
が
こ
の
巻
で
あ

り
、
そ
れ
を
集
め
た
人
が
親
鸞
聖
人
で
あ
る
こ
と
が
題
号
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と
選
号
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
文
類
」
と
言
う
の
は
、

経
典
や
論
釈
か
ら
必
要
な
部
分
を
引
用
し
て
、
そ
れ
を
集

め
た
も
の
い
う
こ
と
で
、
『
教
行
証
文
類
』
全
体
の
ほ
と

ん
ど
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
集
め
ら
れ
た
経
論
釈
の
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
聖
人
自
身
の
解
釈
（
一
般
に
「
御
自
釈
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
）
が
挿
入
さ
れ
、
こ
の
両
者
に
よ
っ
て

『
教
行
証
文
類
』
全
体
は
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
選
号
の

「
集
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
書
物
が
、
釈
尊
や
イ
ン

ド
の
論
師
、
中
国
・
日
本
の
高
僧
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
真

実
の
言
葉
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
思
想･

信

条
を
記
述
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

遜

っ
て
示
さ

へ
り
く
だ

れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

次
に
本
文
に
入
り
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
と

は
ど
の
よ
う
な
仏
教
な
の
か
が
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
二
種
の
回
向
で
あ
っ
て
、
二
種
の
回
向
と
は
、

「
往
相
の
回
向
」
と
「
還
相
の
回
向
」
で
あ
る
と
言
う
の

で
す
。

で
は
「
回
向
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

原
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
は
「
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
ー
」

で
、
「
転
回
す
る
」
「
変
化
す
る
」
「
進
む
」
な
ど
の
意
味

の
語
で
す
が
、
そ
の
漢
訳
で
あ
る｢

回
向｣

は
、｢
回
転
趣

え

て
ん
し
ゆ

向
」
の
意
と
さ
れ
、
「
自
ら
修
め
た
功
徳
を
自
ら
の
悟
り

こ
うの

た
め
に
、
ま
た
は
他
者
の
利
益
の
た
め
に
め
ぐ
ら
し
、

さ
し
向
け
る
こ
と
」
で
あ
る
と
一
般
的
に
は
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
回
向
」
は
、
一
般
的
に
は
仏
道
を

行
ず
る
行
者
が
、
自
力
で
行
う
行
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
で
す
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
意
味

と
は
全
く
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
聖
人
に

お
け
る
「
回
向
」
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
本
願
力
を
も
っ

て
、
自
ら
の
徳
を
衆
生
に
ふ
り
向
け
、
救
う
は
た
ら
き
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

詳
細
は
次
回
を
期
し
た
い
と
思
い
ま
す
。


