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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
十
六
回

顕
浄
土
真
実
行
文
類
二
（
三
）

高
田
短
期
大
学
学
長

栗

原

廣

海

一
、
称
名
は
無
明
を
破
す

善
導
大
師
に
導
か
れ
て
説
か
れ
た
法
然
上
人
の
念
仏
往

生
の
教
え
を
、
親
鸞
聖
人
は
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』

の
教
説
に
基
づ
い
て
、
弥
陀
回
向
の
大
行
・
大
信
と
し
て

展
開
さ
れ
、
大
行
を
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」

み
な

と
示
さ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
称
名
は
、
阿
弥
陀

仏
の
大
悲
心
か
ら
回
向
さ
れ
た
行
で
あ
っ
て
、
凡
夫
が
自

ら
の
意
思
で
行
う
自
力
の
行
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す

と
と
も
に
、
そ
の
称
名
は
第
十
七
願
に
よ
っ
て
こ
の
私
に

届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
行
文
類
」
冒
頭
の
御
自
釈

に
は
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

御
自
釈
に
続
い
て
、
大
行
が
真
実
の
行
で
あ
る
こ
と
を
、

諸
経
典
の
引
文
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

第
十
七
願
文
と
そ
の
成
就
文
を
は
じ
め
と
す
る
『
無
量
寿

経
』
の
文
、
『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
で
あ
る
『
無
量
寿
如

来
会
』
『
大
阿
弥
陀
経
』
『
平
等
覚
経
』
の
文
、
そ
し
て

『
悲
華
経
』
の
文
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
経
文
の
考
察
は
こ

こ
で
は
控
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

引
文
を
と
お
し
て
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
た
大
行
の

は
た
き
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
す
。

し
か
れ
ば
名
を

称

す
る
に
、
よ
く
衆

生

の
一
切

み
な

し
ょ
う

し
ゅ
じ
ょ
う

い
っ
さ
い

の
無

明

を
破
し
、
よ
く
衆

生

の
一
切
の
志
願
を

む

み
ょ
う

は

し
ゅ
じ
ょ
う

い
っ
さ
い

し

が
ん

満
て
た
ま
う
。

称

名

は
す
な
わ
ち
こ
れ
最

勝

み

し
ょ
う
み
ょ
う

さ
い
し
ょ
う

真

妙

の

正

業
な
り
、

正

業
す
な
わ
ち
こ
れ
念

し
ん
み
ょ
う

し
ょ
う
ご
う

し
ょ
う
ご
う

ね
ん

仏
な
り
、
念
仏
す
な
わ
ち
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な

ぶ
つ

ね
ん
ぶ
つ

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
す
な
わ
ち
こ
れ

正

念
な
り
と
、

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

し
ょ
う
ね
ん

知
る
べ
し
と
。

し（
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
弥
陀
の
名
号
を

称
え
る
に
お
い
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
衆
生
の
す

べ
て
の
無
明
を
破
り
、
衆
生
の
す
べ
て
の
願
い
を

満
た
し
て
く
だ
さ
る
。
称
名
は
す
な
わ
ち
最
も
す

ぐ
れ
た
、
真
実
微

妙

な

正

定

の
業
で
あ
る
。
正

み

み
よ
う

し
よ
う
じ
よ
う

ご
う

定
業
は
す
な
わ
ち
念
仏
で
あ
る
。
念
仏
は
す
な
わ
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ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
す

な
わ
ち
信
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）

こ
の
文
は
、
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
讃
嘆

門
の
、
い
わ
ゆ
る
名
号
破
満
の
釈
に
よ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

前
回
、
聖
人
が
「
大

行
」
に
つ
い
て
「
無
碍
光
如
来
の
名

だ
い
ぎ
ょ
う

む

げ

こ
う
に
ょ
ら
い

み
な

を

称

す
る
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、『
浄
土
論
註
』

し
ょ
う

の
、
「
〈
か
の
如
来
の
名
を
称
す
〉
と
は
、
い
わ
く
、
無

碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
に
よ
っ
て
お
ら
れ
る
こ

と
を
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
文
は
、
そ
れ
を
承
け
て
述
べ

ら
れ
た
中
の
、
「
〈
か
の
名
義
の
ご
と
く
、
如
実
に
修
行

し
て
相
応
せ
ん
と
欲
す
〉
と
は
、
か
の
無
碍
光
如
来
の
名

号
は
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
よ
く
衆
生
の

一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
ふ
。
（
以
下
略
）
」
の
文
に
よ

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

で
は
、
「
無
明
を
破
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

二
、
「
無
明
を
破
す
」
と
い
う
こ
と

世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ

ー
が
あ
り
、
日
本
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
が
存
在
し
て
、

生

死

出

離
の
道
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
い
ず
れ
の
仏
教

し
よ
う

じ

し
ゆ
つ

り

も
、
「
無
明
を
破
す
る
」
こ
と
を
志
向
す
る
と
い
う
点
で

共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

「
無
明
」
と
は
、
我
々
の
存
在
の
根
底
に
あ
る
根
本
的

な
無
知
の
こ
と
で
、
真
理
に
暗
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。
十

二
因
縁
（
縁
起
）
で
は
、
苦
を
も
た
ら
す
根
本
原
因
と
し

て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
、
釈
尊
は
こ
の
無
明
を
滅
す
る
こ
と

に
よ
っ
て

生

老

病

死
な
ど
の
一
切
の
苦
を
滅
し
、
さ
と

し
よ
う
ろ
う
び
よ
う

し

り
を
得
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
無
明
は
、
釈
尊
入
滅
後
の
諸
仏
教
で
は
さ
ま
ざ
ま

に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
解

説
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
説
一
切
有
部

せ
つ
い
つ
さ
い

う

ぶ

や
唯
識
宗
（
法
相

宗

）
で
は
無
明
を
「
相
応
無

明

」
と

ほ
つ
そ
う
し
ゆ
う

そ
う
お
う

む

み
よ
う

「
不
共
無

明

」
に
分
け
、
唯
識
宗
で
は
不
共
無
明
を
さ

ふ

ぐ
う

む

み
よ
う

ら
に
「
恒

行

不
共
無
明
」
と
「
独

行

不
共
無
明
」
に
分

ご
う
ぎ
よ
う

ど
く
ぎ
よ
う

け
て
説
明
し
ま
す
。
ま
た
、
唯
識
宗
で
は
、
無
明
を

種

子

し
ゆ
う

じ
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と
現

行

に
分
け
、
無
明
の
種
子
を
「
随
眠
無

明

」
、
無

げ
ん
ぎ
よ
う

ず
い
み
ん

む

み
よ
う

明
の
現
行
を
「
纒
無

明

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
『
大
乗

て
ん

む

み
よ
う

起
信
論
』
で
は
、
無
明
は
不
覚
で
あ
る
と
し
、
こ
の
不
覚

を
「
根
本
無
明
」
と
「
枝
末
無
明
」
に
分
け
て
い
ま
す
。

天
台
宗
で
は
、
空
・
仮
・

中

の
三
観
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

く
う

け

ち
ゆ
う

れ
見
思
・
塵
沙
・
無
明
の
三
惑
を
断
つ
と
し
、
無
明
と
は

け
ん

じ

じ
ん
じ
や

非
有
非
空
の
理
に
迷
い
、
中
道
を
抑
え
る
も
の
と
し
て
い

ひ

う

ひ

く
う

ま
す
（
以
上
、
法
蔵
館
刊
行
『
仏
教
学
辞
典
』
参
照
）
。

こ
の
よ
う
に
、
無
明
の
解
釈
・
理
解
は
煩
瑣
を
極
め
ま

す
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
無
明
と
は
、
も
の
ご
と
の
あ
り

の
ま
ま
の
真
理
に
暗
く
、
道
理
が
分
か
ら
な
い
無
知
な
あ

り
方
、
つ
ま
り
愚
痴
の
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
称
名
は
、
そ
ん
な
無
明
を
破
る
と
言
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
無
明
が
破
ら
れ
た
世
界
は
、
一
切
の
迷
い
を

離
れ
、
真
理
に
達
し
た
さ
と
り
の
世
界
で
あ
る
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
「
よ
く
衆

生

の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま

し
ゅ
じ
ょ
う

い
っ
さ
い

し

が
ん

み

う
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
志
向
す
る
衆
生
の
一
切

の
志
願
が
満
足
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
宗
学
に
お
い
て
は
古
来
、
無
明
に
つ
い
て

二
種
類
の
理
解
が
あ
る
よ
う
で
す
。
一
つ
は
、
右
に
述
べ

た
よ
う
な
理
解
で
、
そ
れ
を
「
痴
無

明

」
と
言
い
ま
す
。

ち

む

み
よ
う

も
う
一
つ
は
弥
陀
の
本
願
を
疑
う
こ
と
を
言
い
、
そ
れ
を

「
疑
無

明

」
と
言
う
と
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
こ

ぎ

む

み
よ
う

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
無
明
」
に
つ
い
て
も
、
痴
無
明
説
、

疑
無
明
説
、
両
者
併
存
説
と
、
三
種
類
の
理
解
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

無
明
が
諸
仏
教
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
さ
れ
、
詳

述
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
聖
人
も
そ

れ
に
な
ら
っ
て
、
浄
土
門
に
つ
い
て
の
無
明
を
新
し
い
概

念
と
し
て
考
え
ら
れ
、
本
来
の
無
明
の
概
念
と
区
別
し
て

使
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
語
義

な
ど
緻
密
に
考
察
さ
れ
る
聖
人
に
お
か
れ
て
は
、
「
痴
無

明
」
な
り
「
疑
無
明
」
な
り
の
文
言
を
、
聖
人
自
身
が
考

え
、
名
づ
け
、
使
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

聖
人
自
身
が
そ
う
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本

来
の
意
味
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
概
念
で
無
明
を
語
ら
れ

た
と
は
考
え
に
く
い
と
思
う
の
で
す
。
後
学
の
も
の
が
勝
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手
に
聖
人
が
お
使
い
に
な
っ
て
い
な
い
文
言
を
創
出
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
解
釈
・
理
解
に
整
合
性
を
も
た
せ
よ
う
と

す
る
の
は
問
題
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

無
明
が
破
ら
れ
る
と
は
、
も
の
ご
と
の
あ
り
の
ま
ま
の

真
理
に
暗
く
、
道
理
が
分
か
ら
な
い
無
知
が
破
ら
れ
る
こ

と
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

称
名
は
衆
生
の
す
べ
て
の
無
明
の
闇
を
破
り
、
衆
生
の

す
べ
て
の
願
い
を
満
た
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
、

宗
学
に
お
い
て
は
称
名
の
は
た
ら
き
を
「
破
闇
満
願
」
ま

は

あ
ん
ま
ん
が
ん

た
は
「

称

名

破
満
」
と
言
い
習
わ
し
て
き
ま
し
た
。

し
よ
う
み
よ
う

は

ま
ん

三
、
最
勝
真
妙
の
正
業

そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
「
称
名
」
で
す
か
ら
、

そ
れ
は
「
最
勝
真
妙
の
正
業
」
す
な
わ
ち
、
間
違
い
な
く

往
生
成
仏
が
決
定
す
る
、
最
も
す
ぐ
れ
た
徳
を
も
っ
た
行

い
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
善
導
大
師
は
『
観

経

疏
』

か
ん
ぎ
よ
う
し
よ

「
散
善
義
」
に
、

一
心
専
念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、

念
念
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
仏
願
故
（
一

心
に
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
住
坐
臥
に
時
節

の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
念
に
捨
て
ざ
る
を
、
是
を
正

定
の
業
と
名
く
。
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え

に
）
。

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
は
『
選

択

集

』
に
こ
の

せ
ん
じ
や
く
し
ゆ
う

文
を
引
用
な
さ
る
と
と
も
に
、

問
い
て
い
わ
く
、
な
ん
が
ゆ
え
ぞ
五
種
の
な
か
に
独

り
称
名
念
仏
を
も
っ
て
正
定
の
業
と
な
す
や
。
答
え

て
い
わ
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
。
意

は
い
わ
く
、
称
名
念
仏
は
こ
れ
か
の
仏
の
本
願
の
行

な
り
。
ゆ
え
に
こ
れ
を
修
す
れ
ば
、
か
の
仏
の
願
に

乗
じ
て
か
な
ら
ず
往
生
を
得
。

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
聖
人
は
称

名
を
「
最
勝
真
妙
の
正
業
」
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
念
仏
」
で
あ
り
、
「
念
仏
」
と
は

す
な
わ
ち
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
り
、
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
は
私
の
心
に
は
た
ら
い
て
信
心
と
な
り
ま
す
か
ら
、

そ
れ
は
「
正
念
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。


