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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
二
十
五
回

顕
浄
土
真
実
行
文
類
二
（
十
二
）

高
田
短
期
大
学
名
誉
教
授

栗

原

廣

海

一
、
一
乗
真
実
の
利
益

前
回
は
聖
人
が
『
無

量

寿

経

』
「
流
通
分
」
の
、

む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

る

ず
う
ぶ
ん

い
わ
ゆ
る
「
弥
勒
付
属
の
文
」
か
ら
、

み

ろ
く

ふ

ぞ
く

も
ん

仏
、
弥
勒
に
語
り
た
ま
わ
く
、｢

そ
れ
か
の
仏
の

ぶ
つ

み

ろ
く

か
た

ぶ
つ

名

号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
乃

み
ょ
う
ご
う

き

え

か
ん

ぎ

ゆ

や
く

な
い

至
一
念
せ
ん
こ
と
あ
ら
ん
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、

し

い
ち
ね
ん

し

こ
の
人
は
大
利
を
得
と
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
無

上

ひ
と

だ
い

り

う

む

じ
ょ
う

の
功
徳
を
具
足
す
る
な
り
。

く

ど
く

ぐ

そ
く

を
引
文
し
、
文
中
の
「
乃
至
」
に
つ
い
て
「
一
多
包
容
の

言
こ
と
ば

な
り
」
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
今

回
は
、
「
大
利
」
と
「
無
上
」
に
対
す
る
解
釈
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
乃
至
と
は
一
多
包
容
の

言
な
り
」
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。

大
利
と
い
う
は

小

利
に
対
せ
る
の

言

な
り
。
無

だ
い

り

し
ょ
う

り

た
い

こ
と
ば

む

上

と
い
う
は
有

上

に
対
せ
る
の

言

な
り
。
ま

じ
ょ
う

う

じ
ょ
う

た
い

こ
と
ば

こ
と
に
知
ん
ぬ
、
大
利
無

上

は
一

乗

真
実
の
利

し

だ
い

り

む

じ
よ
う

い
ち
じ
ょ
う
し
ん
じ
つ

り

益
な
り
。

小

利
有

上

は
す
な
わ
ち
こ
れ

八
万

や
く

し
よ
う

り

う

じ
よ
う

は
ち
ま
ん

四
千
の
仮
門
な
り
。

し

せ
ん

け

も
ん

（
「
大
利
」
と
い
う
の
は
「
小
利
」
に
対
す
る
言
葉
で
あ
り
、「
無
上
」

は
「
有
上
」
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
大
利
無

上
」
と
は
、
本
願
一
乗
の
法
の
も
つ
真
実
の
利

益

を
あ
ら
わ
し
、「
小

り
や
く

利
有
上
」
と
は
、
自

力

聖

道

門

の
八
万
四
千
の
法
の
も
つ
方

じ
り
き
し
ょ
う
ど
う
も
ん

便
の
利
益
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
）

『
無
量
寿
経
』
の
文
に
は
、
仏
の
名
号
で
あ
る
「
南
無
な

も

阿
弥
陀
仏
」
の
い
わ
れ
を
聞
い
て
信
じ
よ
ろ
こ
び
、
た

あ

み

だ

ぶ
つ

と
え
わ
ず
か
一
声
で
も
念
仏
す
る
人
は
、
大
き
な
利
益

り

や
く

を
得
て
こ
の
上
な
い
功
徳
を
身
に
具
え
る
の
で
あ
る
、

そ
な

と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
聖
人
は
、
こ
の
念
仏
が

も
つ
こ
の
上
な
い
利
益
・
功
徳
を
、
八
万
四
千
の
教
え
を

も
つ
二
乗
・
三
乗
の
自
力
聖
道
門
の
方
便
の
利
益
・
功
徳

に
対
し
て
、
「
一
乗
真
実
の
利
益
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
。
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「
一
乗
」
の
「
乗
」
と
は
、
「
仏
の
教
え
」
の
こ
と
で

す
。
仏
の
教
え
は
、
衆

生

を
迷
い
の
世
界
か
ら
悟
り
の

し
ゅ
じ
ょ
う

世
界
へ
と
運
ぶ
乗
り
物
で
あ
る
か
ら
「
乗
」
と
言
う
の
で

す
。
そ
の
乗
り
物
は
、
乗
る
人
の
資
質
に
よ
っ
て
異
な
る

と
言
う
考
え
方
か
ら
、
二
乗
・
三
乗
が
説
か
れ
ま
し
た
。

二
乗
と
は
、

声

聞

乗

と
縁
覚

乗

で
小
乗
の

行

者

し
ょ
う
も
ん
じ
ょ
う

え
ん
が
く
じ
ょ
う

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

の
た
め
の
教
え
、
三
乗
は
こ
れ
に
大
乗
の
行
者
の
た
め
の

教
え
で
あ
る
菩
薩

乗

が
加
わ
り
ま
す
。
「
八
万
四
千
の

ぼ

さ
つ
じ
ょ
う

法
門
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
資
質
の
異
な
る
人
々
に
対

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
仏
道
を
歩
ま
せ
よ
う
と
説
か
れ

た
数
多
く
の
教
え
の
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
「
一
乗
」
と
い
う
の
は
、
「
一
仏
乗
」
と
も
言
わ
れ
、

資
質
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
衆
生
も
平
等
に
仏
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
教
え
の
こ
と
で
、『
法
華
経
』

を
中
心
に
置
く
天
台
宗
で
特
に
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞

聖
人
は
比
叡
山
で
修
学
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、『
法
華

経

』

ほ

け

き
ょ
う

の
説
く
一
乗
は
熟
知
し
て
お
ら
れ
た
は
ず
で
す
が
、
こ
こ

に
言
わ
れ
る
一
乗
が
そ
の
一
乗
で
な
い
こ
と
は
、
い
ま
さ

ら
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

『

正

像
末
法
和
讃
』
第
五
十
五
首
（
顕
智
本
）
に
、

し
ょ
う
ぞ
う
ま
っ
ぽ
う

わ

さ
ん

釈
迦
の
遺
法
ま
し
ま
せ
ど

し
ゃ

か

ゆ
い
ほ
う

修
す
べ
き
有

情

の
な
き
ゆ
え
に

し
ゅ

う

じ
ょ
う

さ
と
り
う
る
も
の
末
法
に

ま
っ
ぽ
う

一
人
も
あ
ら
じ
と
と
き
た
ま
う

い
ち
に
ん

と
あ
る
よ
う
に
、
教
え
は
あ
っ
て
も
、
末
法
の
世
で
は
だ

れ
も
ま
と
も
に
修
行
す
る
も
の
は
い
な
い
か
ら
、
さ
と
り

を
得
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
だ
れ
一
人
い
な
い
と
聖
人

は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
乗
を
説
く
『
法
華
経
』

の
教
え
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
に
と
っ
て
は
『
法

華
経
』
の
教
え
も
八
万
四
千
の
教
え
の
な
か
の
一
つ
な
の

で
す
。

聖
人
に
と
っ
て
の
一
乗
は
そ
れ
こ
そ
た
だ
一
つ
、
弥
陀

の
本
願
念
仏
の
一
乗
、
つ
ま
り
「
誓
願
一
仏

乗

」
な

せ
い
が
ん
い
ち
ぶ
つ
じ
ょ
う

の
で
す
。
念
仏
の
み
が
、
末
法
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
を

平
等
に
仏
の
さ
と
り
に
至
ら
し
め
る
利
益
を
も
っ
た
唯
一

の
真
実
な
の
で
す
。
で
は
八
万
四
千
の
法
門
は
、
末
法
に

お
い
て
は
全
く
意
味
の
な
い
教
え
な
の
か
と
い
い
ま
す

と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
は
、
『
一
念
多
念
文

い
ち
ね
ん

た

ね
ん
も
ん



- 3 -

意
』
の
中
で
、

い

八
万
四
千
の
法
門
は
、
み
な
こ
れ
浄
土
の
方
便
の
善

ほ
う
も
ん

じ
ょ
う
ど

ほ
う
べ
ん

ぜ
ん

な
り
。
こ
れ
を
要
門
と
い
う
。
こ
れ
を
仮
門
と
名

よ
う
も
ん

け

も
ん

な

づ
け
た
り
。

と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
、
仏
に
な

る
た
め
の
行
は
唯
一
、
「
一
乗
真
実
」
で
あ
る
本
願
の
念

仏
、
こ
れ
の
み
で
す
が
、
こ
こ
へ
導
く
手
だ
て
の
は
た
ら

き
を
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
八
万
四
千
の
教
え
は

意
味
の
あ
る
教
え
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
で
「
小
利
有
上
」
、
「
浄
土
の
方
便
の
善
」
と
言
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。
無
意
味
な
教
え
と
し
て
否
定
し
て
お
ら

れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

二
、
専
心
と
専
念

次
に
聖
人
は
、
『
観
無

量

寿

経

疏
』
の
中
で
「
専

か
ん

む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
し
ょ

心
」
「
専
念
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
こ
の

言
葉
に
つ
い
て
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

釈

に
専
心
と
云
え
る
は
す
な
わ
ち
一
心
な
り
、

し
ゃ
く

せ
ん
し
ん

い

い
っ
し
ん

二
心
な
き
を

形

す
な
り
。
専

念
と
云
え
る
は
す

に

し
ん

あ
ら
わ

せ
ん
ね
ん

い

な
わ
ち
一

行

な
り
、
二

行

な
き
こ
と
を

形

す

い
ち
ぎ
ょ
う

に

ぎ
ょ
う

あ
ら
わ

な
り
。
今
、
弥
勒
付
属
の
一
念
は
す
な
わ
ち
こ
れ

い
ま

み

ろ
く

ふ

ぞ
く

い
ち
ね
ん

一

声

な
り
。
一

声

す
な
わ
ち
こ
れ
一
念
な
り
。

い
っ
し
ょ
う

い
っ
し
ょ
う

い
ち
ね
ん

一
念
す
な
わ
ち
こ
れ
一

行

な
り
。
一

行

す
な
わ

い
ち
ね
ん

い
ち
ぎ
ょ
う

い
ち
ぎ
ょ
う

ち
こ
れ

正

行

な
り
。

正

行

す
な
わ
ち
こ
れ

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

正

業
な
り
。
正

業
す
な
わ
ち
こ
れ

正

念
な
り
。

し
ょ
う
ご
う

し
ょ
う
ご
う

し
ょ
う
ね
ん

正

念
す
な
わ
ち
こ
れ
念

仏
な
り
。
す
な
わ
ち
こ

し
ょ
う
ね
ん

ね
ん
ぶ
つ

れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

（
善
導
大
師
が
『
観
経
疏
』
に
「
専
心
」
と
言
わ
れ
た
の
は
「
一
心
」

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
二
心
の
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。「
専

念
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
一
行
の
こ
と
で
あ
っ
て
二
つ
の
行
を
並
べ

て
行
わ
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
い
ま
、『
無
量
寿
経
』
の
「
弥

勒
付
属
の
文
」
に
説
か
れ
て
い
る
「
一
念
」
は
、
す
な
わ
ち
「
一
声
」

の
こ
と
で
あ
る
。
一
声
と
は
す
な
ち
「
一
念
」
の
こ
と
で
あ
る
。
一

念
と
は
す
な
わ
ち
「
一
行
」
の
こ
と
で
あ
る
。
一
行
と
は
す
な
わ
ち

「
正
し
い
行
」
で
あ
る
。
正
し
い
行
と
は
す
な
わ
ち
「

正

定

し
ょ
う
じ
ょ
う

の

業

」
で
あ
る
。
正
定
の
業
と
は
す
な
わ
ち
「
正
し
い
念
」
の
こ

ご
う

と
で
あ
る
。
正
し
い
念
と
は
す
な
わ
ち
「
念
仏
」
で
あ
る
。
念
仏
と

は
す
な
わ
ち
「
南
無
阿
弥
陀

仏

」
で
あ
る
）

な

も

あ

み

だ
ぶ
つ
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善
導
大
師
の
『
観

経

疏
』
の
中
に
は
、
「
専
心
念
仏

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

（
専
心
に
念
仏
し
）
」
と
い
う
言
葉
が
四
回
ほ
ど
出
て
き

ま
す
。
聖
人
が
こ
の
「
専
心
」
に
つ
い
て
「
専
心
と
云

せ
ん
し
ん

い

え
る
は
す
な
わ
ち
一
心
な
り
、
二
心
な
き
を

形

す
な

い
っ
し
ん

に

し
ん

あ
ら
わ

り
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
念
仏
す
る
心
が
余
念
の
ま
じ
わ

ら
な
い
一
心
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
疑
念
の
な
い
信

心
の
心
で
念
仏
す
べ
き
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
「
専
念
」
に
つ
い
て
は
、
「
一
心
専
念
」
と
い

う
言
葉
が
や
は
り
四
回
出
て
き
ま
す
。
そ
の
う
ち
三
回
は

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の

中
の
一
つ
に
有
名
な
次
の
一
節
が
あ
り
ま
す
。

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

い
っ
し
ん

み

だ

み
ょ
う
ご
う

せ
ん
ね
ん

ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う

座
臥
、
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
念
に
捨
て
ざ

ざ

が

じ

せ
つ

く

ご
ん

と

ね
ん
ね
ん

す

る
を
ば
、
こ
れ
を

正

定

の
業
と
名
づ
く
、
か
の

し
ょ
う
じ
ょ
う

ご
う

な

仏
願
に

順

ず
る
が
ゆ
え
に
）

ぶ
つ
が
ん

じ
ゅ
ん

法
然
上
人
が
専
修
念
仏
を
旨
と
す
る
浄
土
宗
を
開
か
れ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
き
わ
め
て
重
要
な
言
葉
で
す
。

こ
こ
に
は
、
疑
念
の
な
い
一
心
で
「
弥
陀
の
名
号
を
専

念
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
「
専
念
」

は
称
名
念
仏
の
一
行
の
こ
と
で
、
他
に
往
生
成
仏
の
行
は

な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
聖
人
は
言
っ
て
お
ら
れ

る
わ
け
で
す
。

「
弥
勒
付
属
の
文
」
に
説
か
れ
る
「
乃
至
一
念
せ
ん
こ

と
あ
ら
ん
」
の
一
念
は
、
一
声
に
無
量
の
徳
を
そ
な
え
た

称
名
念
仏
の
一
行
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
し
い
行
で

あ
っ
て
、
正
し
く
往
生
が
定
ま
る
行
い
、
つ
ま
り
右
の
「
散

善
義
」
に
言
わ
れ
る
「
正
定
の
業
」
な
の
で
す
。
正
し
く

往
生
が
定
ま
る
正
定
の
業
は
、
心
に
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
、

口
に
名
号
を
称
え
る
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
「
正
念
」

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
念
仏
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で

す
。
心
に
本
願
を
信
じ
、
口
に
名
号
を
称
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
私
に
は
た
ら
き
、
そ
う
せ

し
め
て
い
る
具
体
的
な
は
た
ら
き
で
す
か
ら
、
最
後
に
「
す

な
わ
ち
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
」
と
こ
こ
の
釈
を
結
ば

れ
る
の
で
す
。
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