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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
十
三
回

顕
浄
土
真
実
教
文
類
一
（
五
）

高
田
短
期
大
学
学
長

栗

原

廣

海

一
、
『
平
等
覚
経
』
の
文

『
無
量
寿
如
来
会
』
に
続
い
て
、
『
平
等
覚
経
』
の
文

を
引
か
れ
ま
す
。

仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、「
世
間
に
優
曇
鉢
樹

ぶ
つ

あ

な
ん

つ

せ

け
ん

う

ど
ん

ば

じ
ゅ

あ
り
、
た
だ
実
あ
り
て
華
あ
る
こ
と
な
し
。
天
下

み

は
な

て
ん

げ

に
仏
ま
し
ま
す
、
い
ま
し
華
の
出
づ
る
が
ご
と
し

ぶ
つ

は
な

い

な
ら
く
の
み
。
世
間
に
仏
ま
し
ま
せ
ど
も
、

甚

だ

せ

け
ん

ぶ
つ

は
な
は

値

う
こ
と
を
得
る
こ
と
難
し
。
今
わ
れ
仏
に
作

も
う
あ

う

か
た

い
ま

ぶ
つ

な

り
て
天
下
に
出
で
た
り
。
も
し
大
徳
あ
り
て
、
聡

て
ん

げ

い

だ
い
と
く

そ
う

明

善
心
に
し
て
、
仏
意
を
知
る
に
縁
り
て
、
も

み
ょ
う
ぜ
ん
し
ん

ぶ
つ

い

し

よ

し
忘
れ
ず
は
仏
辺
に
あ
り
て
仏
に
侍
え
た
て
ま
つ

わ
す

ぶ
つ
へ
ん

ぶ
つ

つ
か

ら
ん
と
な
り
。
も
し
今
問
え
る
と
こ
ろ
、

普

く
聴

い
ま

と

あ
ま
ね

き

き
、
あ
き
ら
か
に
聴
け
」
と
。

き

「
世
尊
は
阿
難
に
告
げ
ら
れ
た
。
『
世
の
中
に
優
曇
華
と

う

ど
ん

げ

よ
ば
れ
る
樹
が
あ
る
。
こ
の
樹
は
、
た
だ
実
が
な
る
の
み

で
、
花
が
咲
く
こ
と
は
な
い
。
今
、
こ
の
世
に
仏
が
出
現

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
花
が
咲
か
な
い
優
曇
華
に
花
が

咲
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
世
に
仏
が
お

ら
れ
て
も
、
お
会
い
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
し
か

し
今
、
自
分
は
仏
と
な
っ
て
こ
の
世
に
出
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
あ
な
た
が
大
徳
を
そ
な
え
、
聡
明
で
善
心
を
も

っ
て
い
て
、
仏
の
心
を
知
っ
て
そ
れ
を
忘
れ
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
仏
の
お
側
に
あ
っ
て
仏
に
仕
え
る
者
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
の
問
う
た
こ
と
に
答
え
る
か
ら
、

す
べ
て
を
、
あ
き
ら
か
に
聴
き
な
さ
い
』
」

こ
こ
に
は
、
仏
が
こ
の
世
へ
出
現
さ
れ
る
こ
と
が
希
有

で
あ
り
、
仏
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
と

い
う
こ
と
と
、
仏
意
を
知
り
、
仏
法
を
正
し
く
理
解
す
る

こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
説
か
れ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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二
、
憬
興
師
『
述
文
賛
』
の
文

次
に
、
新
羅
の
人
で
法
相
宗
の
僧
で
あ
る

憬

興
師
の
、

き
よ
う
ご
う

し

『
無
量
寿
経
』
へ
の
註
釈
で
あ
る
『
無

量

寿

経

連
義

む

り
よ
う
じ
ゆ
き
よ
う
れ
ん

ぎ

述

文
賛
』
か
ら
引
文
さ
れ
ま
す
。

じ
ゆ
つ
も
ん
さ
ん

「
今
日
世
尊

住

奇
特
法
」
と
い
う
は
、
神

通

輪

こ
ん
に
ち

せ

そ
ん
じ
ゅ
う

き

ど
く
ほ
う

じ
ん
ず
う
り
ん

に
依
り
て
現
じ
た
ま
う
と
こ
ろ
の
相
な
り
、
た
だ
常

よ

げ
ん

そ
う

つ
ね

に
異
な
る
の
み
に
非
ず
、
ま
た
等
し
き
も
の
な
き
が

こ
と

あ
ら

ひ
と

ゆ
え
に
。「
今
日
世
雄

住

仏
所

住

」
と
い
う
は
、

こ
ん
に
ち

せ

お
う
じ
ゅ
う
ぶ
つ
し
ょ
じ
ゅ
う

普
等

三

昧
に

住

し
て
、
よ
く
衆
魔
雄

健

天
を
制

ふ

と
う
ざ
ん
ま
い

じ
ゅ
う

し
ゅ

ま

お
う
け
ん
て
ん

せ
い

す
る
が
ゆ
え
に
。
「
今
日
世
眼

住

導
師

行

」
と

こ
ん
に
ち

せ

げ
ん
じ
ゅ
う
ど
う

し

ぎ
ょ
う

い
う
は
、
五
眼
を
導
師
の

行

と
名
づ
く
、
衆

生

ご

げ
ん

ど
う

し

ぎ
ょ
う

な

し
ゅ
じ
ょ
う

を
引

導
す
る
に
過

上

な
き
が
ゆ
え
に
。
「
今
日
世

い
ん
ど
う

か

じ
ょ
う

こ
ん
に
ち

せ

英

住

最

勝

道
」
と
い
う
は
、
仏
四
智
に

住

し

よ
う
じ
ゅ
う
さ
い
し
ょ
う
ど
う

ぶ
つ

し

ち

じ
ゅ
う

た
ま
う
、
独
り
秀
で
た
ま
え
る
こ
と
、
匹
し
き
こ
と

ひ
と

ひ
い

ひ
と

な
き
が
ゆ
え
に
。
「
今
日
天
尊

行

如
来
徳
」
と
い

こ
ん
に
ち
て
ん
そ
ん
ぎ
ょ
う
に
ょ
ら
い
と
く

う
は
、
す
な
わ
ち
第
一
義
天
な
り
、
仏

性

不
空
の
義

だ
い

ぎ

て
ん

ぶ
っ
し
ょ
う

ふ

く
う

ぎ

を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。
「
阿
難
当
知
如
来

正

覚
」

あ

な
ん
と
う

ち

に
ょ
ら
い
し
ょ
う
が
く

と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
奇
特
の
法
な
り
。
「
慧
見
無
碍
」

き

ど
く

ほ
う

え

け
ん

む

げ

と
い
う
は
、
最

勝

の
道
を

述

す
る
な
り
。
「
無

さ
い
し
ょ
う

ど
う

じ
ゅ
つ

む

能
遏
絶
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
如
来
の
徳
な
り
。

の
う
あ
つ
ぜ
つ

に
ょ
ら
い

と
く

以
上
の
『
述
文
賛
』
の
引
文
か
ら
、
先
に
引
文
さ
れ
た

『
無
量
寿
経
』
の
経
文
の
中
で
も
、
聖
人
が
特
に
ど
の
所

説
を
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
、
真
実
教
の
讃
嘆

最
後
に
、
聖
人
が
自
ら
の
言
葉
で
真
実
教
を
讃
嘆
し
て

「
教
文
類
」
の
結
び
と
さ
れ
ま
す
。

し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
こ
れ
顕
真
実

教

の

明

証

け
ん
し
ん
じ
つ
き
ょ
う

み
ょ
う
し
ょ
う

な
り
。

誠

に
こ
れ
如
来
興
世
の

正

説
、
奇
特

ま
こ
と

に
ょ
ら
い
こ
う

せ

し
ょ
う
せ
つ

き

ど
く

最

勝

の

妙

典
、
一

乗

究

竟

の
極
説
、
速
疾

さ
い
し
ょ
う

み
ょ
う
で
ん

い
ち
じ
ょ
う

く

き
ょ
う

ご
く
せ
つ

そ
く
し
つ

円

融
の
金

言
、
十

方

称

讃
の

誠

言
、
時
機

え
ん
ゆ
う

き
ん
げ
ん

じ
っ
ぽ
う
し
ょ
う
さ
ん

じ
ょ
う
ご
ん

じ

き

純

熟

の
真

教

な
り
と
。
知
る
べ
し
。

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
く

し
ん
き
ょ
う

し

「
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
以
上
に
挙
げ
た
経
文
は
『
無
量

寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
明
ら
か
な

証
拠
で
あ
る
。
誠
に
こ
の
経
は
、
如
来
が
世
に
お
出
ま
し
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に
な
ら
れ
た
正
意
が
説
か
れ
て
お
り
、
ま
れ
に
勝
れ
た
最

高
の
経
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
仏
に
す
る
こ
と
の
で

き
る
究
極
の
教
え
で
あ
り
、
極
め
て
速
や
か
に
円
か
な
さ

と
り
に
至
ら
せ
る
得
が
た
い
お
言
葉
で
あ
り
、
三
世
十
方

の
諸
仏
が
褒
め
称
え
ら
れ
る
誠
の
言
葉
で
あ
り
、
末
法
の

時
代
に
生
き
る
凡
夫
が
救
わ
れ
、
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
、
時
機
相
応
の
真
実
の
教
え
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ

る
」聖

人
は
、
「
教
文
類
」
の
最
初
に
、
「
そ
れ
真
実
の

教

し
ん
じ
つ

き
ょ
う

を

顕

さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無

量

寿

経

』
こ
れ
な

あ
ら
わ

だ
い

む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

り
」
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
が

真
実
の
教
で
あ
り
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
経
で
あ
る
こ
と

を
、
『
無
量
寿
経
』
と
そ
の
異
訳
や
注
釈
書
か
ら
の
引
文

を
も
っ
て
証
明
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
「
し
か
れ
ば
す
な

わ
ち
こ
れ
顕
真
実
教
の
明
証
な
り
」
、
つ
ま
り
、
「
こ
の

よ
う
な
わ
け
で
、
以
上
に
挙
げ
た
経
文
は
、『
無
量
寿
経
』

が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
明
ら
か
な
証
拠
で

あ
る
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
真
実
の
教
で
あ
り
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
経

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
経
文
に
、

な
ぜ
『
無
量
寿
経
』
に
説
く
「
教
」
、
す
な
わ
ち
、
さ
と

り
に
導
く
教
え
の
内
容
が
、
他
の
経
典
に
説
く
教
よ
り
深

く
勝
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
語
る
文
言
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
引
文
の
内
容
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
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
ほ
ど
神

々
し
く
気
高
く
、
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
お
姿
で

あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
五
徳
瑞
現
の
お
姿
を
、
弟
子
の
阿

難
が
拝
見
し
て
釈
尊
に
発
し
た
質
問
に
、
釈
尊
が
「
よ
く

ぞ
五
徳
の
わ
け
を
問
う
た
。
あ
な
た
の
問
い
は
人
々
を
利

益
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
い
に
導
く
で

あ
ろ
う
」
と
答
え
ら
れ
た
そ
の
答
え
が
、
真
実
の
教
で
あ

る
こ
と
の
明
ら
か
な
証
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
こ
こ
で
は
、
教
の
浅
深
・
勝
劣
が
議
論
さ
れ
て
い
る
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の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
救
わ
れ
、
さ
と
り
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
末
法
を
生
き
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
平
等
に
救
わ
れ
、

仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
真

実
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
誠
に
こ
れ
」
以

下
の
御
自
釈
に
も
、
こ
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
は
、
親
鸞
聖
人
の

教

相
判

釈

（
教
判
）
観
が

き
よ
う
そ
う
は
ん
じ
や
く

明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
聖
人
の
師
の
法
然
上
人
の
教
え
に
基
づ
い
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
然
上
人
が
「
教
を
え
ら
ぶ

に
は
あ
ら
ず
、
機
を
は
か
ら
う
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

こ
と
が
『
要
義
問
答
』
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
宗

の
教
判
は
、
教
の
浅
深
・
勝
劣
を
判
定
す
る
の
で
は
な
く
、

ど
の
よ
う
な
人
々
が
実
際
に
救
済
に
あ
ず
か
り
仏
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
教
で
あ
る
か
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
浄
土
宗
の
教
判
は
、
道

綽

禅
師
に
基
づ
く
「

聖

ど
う
し
や
く
ぜ
ん

じ

し
よ
う

浄

二
門
判
」
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
を
法

じ
よ
う

に

も
ん
は
ん

然
上
人
は
右
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
師
の
教
え
を
受
け
、
聖
浄
二
門
判
に
基
づ

き
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
二
双
四

重

」
の
教
判
を
立
て

に

そ
う

し

じ
ゆ
う

ら
れ
、
そ
の
内
容
を
「
信
文
類
」
や
「
化
身
土
文
類
」
、

し
ん
も
ん
る
い

け

し
ん

ど

も
ん
る
い

さ
ら
に
『
愚
禿

鈔

』
に
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に

ぐ

と
く
し
よ
う

は
、
「
教
を
え
ら
ぶ
」
教
判
で
は
な
く
、
「
機
を
は
か
ら

う
」
教
判
が
立
て
ら
れ
、
自
力
に
て
は
仏
に
な
る
こ
と
が

か
な
わ
な
い
、
末
法
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
々
が
弥
陀
の

本
願
に
救
わ
れ
、
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
教
え
を
説
い

た
『
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
真
実
の
教
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

真
実
の
教
で
あ
り
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
経
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
た
経
文
に
、
な
ぜ
『
無

量
寿
経
』
に
説
く
教
が
他
の
経
典
に
説
く
教
よ
り
深
く
、

勝
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
語
る
教
の
内
容
に
関
わ
る
文

言
が
な
い
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
教
判
観
に
基
づ
い
て
い

る
か
ら
な
の
で
す
。


