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一
八
○

浄

土

真

実

の
証

―

『歎
異
抄

』
第
十
五
条
を
中

心
と
し

て
―

池

田

真

親
鸞

は
、
仏
教
の
究
極
的
境
地
で
あ
る

「さ
と
り
」
を

「浄
土
真
実

の
証
」
と

し
て

「証
巻
」

の
冒
頭

「謹
ん
で
真
実
証
を
顕
さ
ば
、
す
な

わ
ち
こ
れ
利
他
円
満
の
妙
位
、
無
上
涅
槃

の
極
果
な
り
」
と
記
し
て
い

る
。
『歎
異
抄
』
は
、
そ
の
浄
土
真
実

の
証
を

-「来
生
の
開
覚
」
と
お

さ
え
る
。
こ
の
来
生

の
開
覚
を
真
宗
学
徒
は
、
「
こ
の
世
の
命
が
終
わ
っ

て
す
ぐ
次

の
世
で
浄
土
に
往
生
し
、
そ

こ
で
仏
の
悟
り
を
開
く

(『歎

異
抄
事
典
』
・
[柏
書
房

・
一
九
九
二
]
一
六
三
頁
)
と
い
う
死
後

の
覚

り
と
し
て
了
解
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
十
五
条
の
本
文
は
、
親
鸞
滅
後

に
異
義
と
な
っ
た
さ
と
り
の
時
節
を

「命
終
」
と
し
て
受
け
止
め
な
お

し
た
と
了
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
命
終
が
真
宗

で
あ
る
と
し
て
批
判
し

た
異
義
は
、
「煩
悩
の
身
を
も

っ
て
今
生
に
さ
と
り
を
ひ
ら
く
」
と
い

う
今
生
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
親
鸞
は
、
現
生
に
お
い
て
往
生
が
定
ま

り

(正
定
聚
の
位
)
、
命
終
え
て
浄
土

に
往
生
し
て
直
ち
に
大
般
涅
槃

(無
上
覚
)
を
さ
と
る
と
説

い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
生
に
さ
と
る
と

い
う
類

の
主
張
は
異
義
に
な
る
。
し
か
し
、
「来
生
」
は

「命
終
」
と

同

一
視
で
き
る
意
味
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

『歎
異
抄
』
は
今
生
に

さ
と
る
と
い
う
異
義
者
に
対
し
て
命
終

の
さ
と
り
こ
そ
が
親
鸞

の
口
伝

と
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ぼ
、
命
終
を

語
る

『歎
異
抄
』
は
、
な
ぜ
命
終

の
開
覚
と
言

わ
な
か
っ
た
の
か
。
あ

る
い
は
、
本
文

に
も
使
わ
れ
同
様
に
死
後
を
意
味
す
る
、
「後
世
」
や

「順
次
生
」
を
開
覚
と
言
わ
な
い
の
か
。
そ
れ

と
も

『歎
異
抄
』

の
時

代
は
来
生
、後
生
巴
い
う
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ

と
端
的
に
言
え
ば
浄
土
真
宗
は
、
往
生
浄
土
の
開
覚

で
は
な
い
か
。
ど

う
し
て
来
世
の
開
覚
な
の
か
。
親
鸞
の
言
葉
か
ら
窺
っ
て
み
た
い
。

親
鸞
は
繰
り
返
し
て
来
生
の
語
を
使

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
死
後
で

は
な
い
。

『仏

説
諸
仏
阿
弥
陀

三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度

人
道
経
』

に
言
わ
く

:
・
。
歓

喜

踊
躍
せ

ん
者

、
み
な
我
が
国

に
来
生

せ
し
め
、

こ
の
願
を
得

て

い
ま
し
作

仏

せ
ん
。

(『
定
親
全

こ

一
九
ー

二
〇
頁

・
筆
者
省
略
傍
点
)

「行
巻
」
に
引
用
さ
れ
た

「来
生
」
と
は
、
法

蔵
菩
薩
が
自
ら
の
浄
土

に

「歓
喜
踊
躍
せ
ん
者
」
を
生
ま
れ
来
た
ら
し

め
た
い
と
い
う
願
い
を

顕
わ
し
て
い
る
。

「み
な
我
が
国
に
来
生
せ
し
め
」
た
い
と
い
う
浄
土
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一
八

一

の
覚
り

で
あ
る
。
さ
ら
に
来
生
と
い
う
言
葉
の
用
例
を
も
う

一
度
挙
げ

た
い
。

し
か
れ
ば
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
し
て
、
報

・
応

・
化
種
種
の
身
を
示
し

現
わ
し
た
ま
う
な
り

(「証
巻
」
・
『前
同
』
一
九
五
頁
)

こ
の
親
鸞
自
身

の
解
釈
が
意
味
す
る
来
生
は
、
阿
弥
陀
が
如
よ
り
生
ま

れ
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
わ
れ
の
現
前
に
真
理
の
世
界
か
ら
阿

弥
陀
如
来
が
生
ま
れ
来
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
死
後
で
は
な
い
。
さ
ら

に

『歎
異
抄
』
と
同
時
代
に
あ
っ
て
、
ま
た
か

つ
て
は
そ
の
作
者
と
さ

れ
た
如
信
も
来
生
を
死
後
と
み
て
い
な
い
。

こ
の
文

の
こ
こ
ろ
は
大
慈
阿
弥
陀
仏
を
敬
礼
し
た
て
ま
つ
る
な
り
。
妙
教
流

通
の
た
め
に
来
生
せ
る
も
の
な
り
。
五
濁
悪
時
悪
世
界
の
な
か
に
し
て
決
定

し
て
す
な
わ
ち
無
上
覚
を
え
し
め
た
る
な
り
と
い
え
り
。
(『口
伝
鈔
』
十
三

条

・
『真
聖
全
三
』
二
一
―
二
頁
)

こ
こ
で
も
同
様

に
阿
弥
陀
如
来
が
真
実

の
教
え
を
流
通
す
る
た
め
に
、

五
濁
悪
時
悪
世
界
の
中
に
来
生
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は
、
我

わ
れ
に
浄
土
真
実

の
証
で
あ
る
無
上
覚
を
獲
得
さ
せ
る
た
め

で
あ
る
と
い
う
。
字
数
の
都
合
で
他

の
用
例
を
控
え
る
が
、
そ
の
意
味

内
容
は

「あ
ら
わ
れ
出
る
」
と
い
う
程
の
行
為
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中

心
は
何
処
に
立
っ
て
誰
が

「生
」
を
語
る
の
か
で
あ
る
。

衆
生

の
娑
婆
世
界
に
立

っ
て

「生
」
を
語
れ
ば
阿
弥
陀
は
、
「来
」
た

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
反
対
に
阿
弥
陀
の
浄
土
に
立

っ
て

「生
」

を
語
る
時

は
、
浄
土

に
衆
生
が

「来
」
た
と
い
う
意
味

に
な
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
衆
生
か
ら
い
え
ぼ
阿
弥
陀
は
、
如
よ
り
、
及
び
真
実

の
教

え
を
広
め
る
た
め
に
娑
婆
世
界
に
来
生
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
阿

弥
陀
か
ら

い
え
ば
衆
生
は
、
娑
婆
世
界
か
ら
浄
土

へ
来
生
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
決
し
て
来
生

は
、
死
後
で
は
な
い
。
と
す
れ
ぼ
、
『歎

異
抄
』
が
力
説
す
る
来
生
の
開
覚
は
、
阿
弥
陀

の
立
場
か
ら

い
う
と
こ

ろ
の

「衆
生
が
我
が
国

へ
生
ま
れ
来
た
」
覚
り

で
あ
り
、
衆
生

の
立
場

か
ら
い
う

「阿
弥
陀
が
衆
生
世
界

へ
生
ま
れ
来
た
」
覚
り
乏
い
う
こ
と

に
な
る
。
『歎
異
抄
』
に
か
え
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

従
来
、
十
五
条
が
問
題
と
す
る
こ
と
は
、

「煩
悩
具
足
の
身
を
も
っ

て
、
す
で
に
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
い
う

こ
と
」
と
し
て
真
言
、
法
華

(天
台
)
に
対
し
て
戒
律
や
智
慧
を
も
て
な
い
浄
土
真
宗
の
人
が
死
後
に

さ
と
り
を
開
く
と

い
う
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
聖
僧
に
対

し
て
今
生
に
お
い
て
釈
尊
の
ご
と
く
説
法
利
益

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と

い
う
煩
悩
性
の
自
覚
を
促
し
批
判
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
死
後
の
浄
土
の

さ
と
り
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
後
学
に
よ
っ
て
、
身

の
自
覚
を
通
し
て
覚
り
の
問
題
が
今
生
か
死
後
か
と
い
う
了
解

で
論
争

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下

の
よ
う
に
考
え
た
い
。

今
生
に
さ
と
る
と
い
う
人
間
に
対
し
て

『歎
異
抄
』
は
、

こ
の
身

を
も

っ
て
さ
と
り
を

ひ
ら
く
と
そ
う

ろ
う
な

る
ひ
と

は
、
釈

尊

の
ご

と
く
、

種
種

の
応
化

の
身
を

も
現
じ
、
三
十

二
相

・
八
十
随
形
好

を
も
具
足

し
て
、
説

法
利
益
そ
う
ろ
う

に
や
。

こ
れ
を

こ
そ
、
今
生

に
さ
と
り
を

ひ
ら

く
本

と
は
も
う

し
そ
う
ら

え
。

(『定
親

全
四
』
二
八
―

九
頁
)
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と
、釈
尊

の
よ
う
に
我
わ
れ
が
説
法
利
益
で
き
る
の
か
と
問
う
て
い
る
。

そ
れ
は
単

に
釈
尊

の
特
徴
を
列
挙
し
て
そ
の
能
力
を
自
身
比
較
す
る
の

で
は
な
く
、
さ
と
り
う
る
と
い
う
人
間
の
釈
尊
観
を
問
う
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

「釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て

二
千
余
年
に
な
り
た

も
う

正
像

の
二
時
は
お
わ
り
に
き
」
と
の
時
代
に
あ

っ
て
は
、
「種

種
の
応
化

の
身
を
も
現
じ
、
三
十
二
相

・
八
十
随
形
好
を
具
足
」
す
る

こ
と
が
人
間

の
想
像
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の

肉
体
に
お
い
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
き
う
る
と
い
う
異
義
に
は
、
釈
尊
を

自
明
の
事
柄
し
て
い
る
前
提
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
死
後
に
さ
と
る
と
い
う
人
間
心
に
対
し
て
は

お
お
よ
そ
、
,今
生
に
お
い
て
は
、、煩
悩
悪
障
を
断
ぜ
ん
こ
と
国
き
わ
め
て
あ

り
が
た
き
あ
い
だ
、
真
言

・
法
華
を
行
ず
る
浄
侶
、
な
お
も
て
順
次
生
の
さ

と
り
を
い
の
る
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
戒
行
恵
解
と
も
に
な
し
と
い
え
ど
も
、

弥
陀
の
願
船
に
乗
じ
て
、
生
死
の
苦
海
を
わ
た
り
、
報
土
の
き
し
に
つ
き
ぬ

る
も
の
な
ら
ば
、
煩
悩
の
黒
雲
は
や
ぐ
は
れ
、
法
性
の
覚
月
す
み
や
か
に
あ

ら
わ
れ
て
、
尽
十
方
の
無
碍
の
光
明
に
一
味
に
し
て
、

一
切
の
衆
生
を
利
益

せ
ん
と
き
こ
そ
、
さ
と
り
に
て
は
そ
う
ら
え
。
(前
同
)

死
後
に
予
定
し
て
い
る
さ
と
り
が
い
か
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か

を
問
う

て
い
る
。
そ
れ
は
今
生
に
あ
る
人
間
が
あ
た
か
も
願
船
に
乗
り

生
死
の
苦
海
を

こ
え
て
真
実
の
報
土
に

つ
い
た
か
の
ご
と
く
語
る
人
間

の
心
で
あ

る
。

つ
ま
り
今
生
に
は
煩
悩
悪
障
を
断

つ
こ
と
の
で
き
な
い

浄
侶
が
順
次
生

の
さ
と
り
を
い
の
る
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
心
情
の

延
長
上
に
期
待
す
る
死
後

の
有
名
無
実
の
さ
と
り
の
確
信
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て

『歎
異
抄
』
は

「
一
切

の
衆
生
を
利
益
」
し
え
た
時

に
は
じ

め
て
さ
と
り
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
今

生
に
さ
と
る
と
い
う
者
も
死
後
に
さ
と
る
と
い
う
者
も
共
に

一
切
衆
生

を

「利
益
」
し
た
時
に
お
い
て
の
み

「さ
と
り
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。
今
生
に
こ
の
身
が
あ
る
以
上
、
今
生
も
死
後
も
人
間
心
が
あ
る

以
上
さ
と
り
を
か
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
目
覚
め
を
促

し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
条
が
問
題

に
す
る
の
は
、

生
前
か
前
後
か
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
、仏
の
さ
と
り
を
語
る
人

間
の
心
を
問
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
生
に
さ
と
る
と
い
う
人
間
心
と
死

後
に
さ
と
る
と
い
う
人
間
心
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
我
わ
れ
の
さ
と
り

は
ど
う
な
る
の
で
あ
る
か
。

『和
讃
』
に
い
わ
く

「金
剛
堅
固
の
信
心
の

さ
だ
ま
る
と
き
を
ま
ち
え
て
ぞ

弥
陀
の
心
光
摂
護
し
て

な
が
く
生
死
を
へ
だ
て
け
る
」
(善
導
讃
)
と
は
そ

う
ら
え
ば
ハ
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
に
、
ひ
と
光
び
摂
取
し
て
す
て
た
ま
わ

ざ
れ
ば
、
六
道
に
輪
回
す
べ
か
ら
ず
。
し
か
れ
ば
な
が
く
生
死
を
ば
へ
だ
て

そ
う
ろ
う
そ
か
し
。
か
く
の
ご
と
く
し
る

(前
同
)

我
わ
れ
が
本
当
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
さ
と
る
こ
と
が
何
時
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
生
死

の
ま
よ
い
を
た
ち
き
る
こ
と
で
は

な
い
か
。
信
心
決
定
お
い
て
弥
陀
の
心
光
摂
護
さ
れ
て
い
く
人
生
で
は

な
い
か
。
弥
陀
の
心
光
摂
護
と
は
、
単
に
見
守

る
と
い
う
類
で
は
な
い
。

人
間
が
生
死
の
ま
よ
い
に
あ
る
こ
と
を
教
え
続
け
る
は
た
ら
き
で
あ
る
―

754



浄
土
真
実
の
証

(池

田
)

一
八
三

人

間

は

ま

よ

い
を
知

ら

せ

ら

れ

た

こ
と

に

よ

っ
て
、

ま

よ

い
を
越

え

る

こ

と

が

で

き

る

の

で
は

な

い
か

。
人

間

が
自

身

の

ま

よ

い
を
忘

れ

た
時

、

ま

よ

う

の

で
は

な

い
か

。

何

の
ま

よ

い
か

。

生

死

出

離

で
き

る
、
仏

に

な

る

と

い
う

ま

よ

い

で
あ

る
。
親

鸞

は
死

後

に

さ

と

る

こ
と

を

力
説

す

る

の

で
は

な

い
。

ど

こ
ま

で
も

「浄
土

真

宗

に

は
、
今

生

に
本

願

を
信

じ

て
、

か

の
土

に
し

て

さ

と

り

を

ば

ひ

ら

く

と

な

ら

い
そ

う

ろ

う

そ

」

と

い
う

よ

う

に
、

今

生

に
本

願

を

信

じ

る

こ
と

で
あ

る
。

決

し

て

「
か

の
土

に
し

て
さ

と

り

を

ば

ひ
ら

く

」

こ
と

を

信

じ

る

の

で

は
な

い
。
親

鸞

に
と

?

て
浄

土

と

は

「
か

の
土

へ
ま

い
る

べ
き

な

り

(第
九
条
)
」

あ

る

い

は
、

「か

の
土

に

し

て

さ
と

り
を

ば

ひ
ら

く

と

な

ら

い

そ
う

ろ
う

」

と

い
う

自

覚

で
あ

り

、
人

間

が
自

ら

さ

と

り

を
開

く

と

い
え

な

い
仏

の

境

涯

な

の

で

あ

る
。

「
来

生

我

国

」

と

願

う

本

願

文

を

親

鸞

は

、

こ
れ
は
如
来

の
還
相
回
向

の
御

ち
か

い
な
り
。

こ
れ

は
他
力

の
還
相
回
向

な

れ
ば
、
自

利

・
利
他
と
も

に
行
者

の
願
楽

に
あ
ら
ず
、・
法
蔵
菩
薩

の
誓
願

な

　
　

　
り
。
(『如
来
二
種
回
向
文
』
・
『定
親
全
三
』
二
二
〇
頁
)

と
尋
ね
と
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
、
浄
土
真
実

の

証
と
は
、
今
生
、
死
後
の
さ
と
り
は
人
間
が
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ど
こ
ま

で
も
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
な
の
で
あ
る
。
『歎
異
抄
』
が
浄
土
真

実

の
証

を
来
生
の
開
覚
と
語

っ
た
こ
と
は
、
阿
弥
陀
の
誓
願
に
よ
っ
て

願
わ
れ
る
境
涯
で
あ
る
。
加
え
て
往
生
浄
土
の
開
覚
と
い
わ
な
か
っ
た

こ
と
は
、
実
は
浄
土
に

「私
」
が
往
生
で
き
う
る
と
い
う
人
間

の
自
力

心
が
内
在
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら

「生
ま
れ
来
た
」
と
は
、

す

で
に

浄

土

に

居

る
主

体

の
言

葉

だ

か
ら

で

あ

る

。
し

た

が

っ
て
来

生

と

は

ど

こ
ま

で
も
我

わ

れ

が

さ
と

り

を

語

る

こ
と

を

許

さ
な

い
自
覚

で

あ

り

、
阿

弥

陀

が
我

わ

れ
を

真

実

の
世

界

へ
招

喚

す

る
誓

い
で

あ

る
。

「来
」

は
浄
土

へ
き
た
ら
し
む
と

い
う
、
こ
れ
す
な
わ
ち
若
不
生
者

の
ち
か

い

を
あ
ら
わ
す
御

の
り
な

り
。
繊
土

を
す
て

て
真
実
報
土

に
き
た
ら
し
む
と
な

り
、
す
な
わ
ち
他
力

を
あ
ら

わ
す
御

こ
と
な
り
。
ま

た

「来

」
は
か
え
る
と

い
う
。
か
え

る
と

い
う
願
海

に
い
り
ぬ
る
に
よ
り

て
、

か
な
ら
ず

大
涅
槃

に

い
た
る
を
、
法
性

の
み
や
こ

へ
か
え

る
と
も

う
す
な
り
。

(『
唯
信

鈔
文
意

』
・

『定
親
全

三
』

一
九

五
ー
六
〇
頁
)

来

生

と

は

、
阿

弥

陀

に

と

っ
て
衆

生

を

浄

土

へ
招

喚

す

る

「
き

た
ら

し

む

る

」

と

い
う
他

力

の
誓

い
で
あ

り
、

ま

た

衆

生

に

と

っ
て

は

、
本

願

を

真

実

の
拠

り

所

と

し

た

「
か

え

る
」

と

い
う

自

然

の
さ

と

り

(証
)

な

の

で
あ

る
。

我

わ

れ

に
と

っ

て
真

実

証

と

は
、

「必

ず

大

涅

槃

に

い

た

る
」
道

程

を

阿

弥

陀

の
願

心

に
聞

き

開

き

人

間

が
本

当

に

「
か

え

る
」

べ

き

世

界

が

決
定

し

た

こ
と

で
あ

る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

来

生

の
開
覚
、
歎

異
抄
、

親
鸞

(大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
)
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