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鸞

は

『教
行
証
文
類
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
作

の
中

に
、
『涅
槃

経
』
の
抄
出
文
あ
る
い
は
断
簡
を
多
く
残
し
て

い
る
。
特

に
、
『教
行

証
文
類
』
で

『涅
槃
経
』
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は

『涅
槃
経
』
に
対
す
る
深
い
領
解
が
あ

っ
た
か
ら

に
違

い
な
い
。
比

叡
山
で
の
修
学
は
勿
論
だ

が
、
そ
れ

だ
け

で

は

『教
行
証
文
類
』
に

お
け
る
抄
出
の
形
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

親
鸞

の
信
仰
面
及
び
思
想
面
で
の
大
き
な
転
換
期
は
、
吉
水
に
お
け

る
師
源
空
と
の
出
遇
い
と
越
後
流
罪
及
び
関
東
教
化
の
二
時
期
に
絞
ら

れ
る
。
吉
水
に
お
け
る
師
源
空
と
の
出
遇
い
に
よ

っ
て
、
二
十
年
間
比

叡
山
に
お
い
て
学
ん
で
き
た
教
え
に
決
別
す
る
。
天
台
教
学
か
ら
浄
土

教

へ
と
言
っ
た
よ
う
に
簡
単
に
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
親
鸞

の
信
仰
面
及
び
思
想
面

に
お

い
て
、
完
全

に

『
法
華
経
』
か
ら

『
浄

土
三
部
経
』
に
正
依
の
経
典
が
変

っ
て
い
る
。
以
後
、
親
鸞
は
意
図
的

と
思
え

る
ほ
ど
に

『法
華
経
』
か
ら
の
引
用
を
避
け
て
い
く
。
天
台
教

学
に
お
い
て

『法
華
経
』
と
並
ん
で
、
重
要
な
位
置
に
あ

っ
た

『
涅
槃

経
』
に

つ
い
て
も
、
こ
の
時
点
に
お

い
て
は
、
『法
華
経
』
と
同
様
に
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避
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
の
転
機
は
、
越
後
流
罪
と
関
東
教
化

で
あ
る
。
当
時
、
政
権
が

鎌
倉
に
移

っ
た
と
言

っ
て
も
、
依
然
と
し
て
、
文
化
の
中
心
は
、
京
の

都
に
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
越
後

・
関
東
は
、

一
部
を
除

い
て
、

文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
相
当
に
格
差
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
親
鸞
は
、
後
に

『唯
信
抄
文
意
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
「
具
縛
の
凡
愚
」
「屠
沽
の
下
類
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
目

の
当
た

り
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
親
鸞
は
、
関
東
の
門
弟
た
ち
に
対
し

て
、
数
多
く
の

『
唯
信
抄
』
の
書
写
本
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は

『唯

信
抄
』
の
教
え
が
、
末
法
と
言
わ
れ
た
世
の
衆
生
に
か
な
う
も

の
は
何

か
と
言
う
こ
と
を
お
さ
え
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

そ
の
数
多
く
の
書
写
本
の
中
に
注
目
す
る
も

の
が
あ

る
。
そ
れ
が

『
ひ
ら
が
な
本
唯
信
抄
』
で
あ

る
。
こ

の

『
ひ
ら
が
な
本
唯
信
抄
』
の

裏
面
に
、
『見
聞
集
』
が
書
写
さ
れ
て

い
る

が
、
こ
の

『
ひ
ら
が
な
本

唯
信
抄
』
と

『
見
聞
集
』
と
の
扱
い
に
つ
い
て
、
幾

つ
か

の
説

が
あ

る
。
私
見
と
し
て
は
、
両
面
を
生
か
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
そ
の
た
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め
に

『
ひ
ら
が
な
本
唯
信
抄
』
と

『見
聞
集
』
の
繋
が
り
を
検
討
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

の
中

で
、
『
涅
槃
経
』

の
抄
出
文
が
重
要

な
位
置

に
あ
る
。

『見

聞
集
』
は
周
知

の
通

り

『
五
会
法
事
讃
』
と

『
涅
槃
経
』

の
抄

出
文
か
ら
な

っ
て
い
る
が
、
先
ず
、
『
五
会
法
事
讃
』
と

『
ひ
ら
が

な

本
唯
信
抄
』
を
み
た
と
き
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
聖

覚
は
、
『
唯
信
抄
』
の
前
半
部
で

『五
会
法
事
讃
』

の
二
文
を
引

い
て

い
る
が
、
こ
の
二
文
が
、
『
見
聞
集
』
で

の

『
五
会
法
事
讃
』

の
抄

出

の
中
心
と
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
聖
覚
は
、
こ
の
二
文
を
仏
願
生

起
を
述

べ
る
と
こ
ろ
に
も

っ
て
き

て

い
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
第
十
七

願

・
第
十
八
願
の
二
願
建
立
の
建
て
前
が
お
さ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
唯
信
抄
』
で
は
、
第
十
七
願
に
つ
い
て
、
『称
讃
浄
土
経
』
の
浄
土

楽
讃

の
文
を
も

っ
て
き
て
、
第
十
八
願
に
対
し
て
は
、
『
般
舟
三
昧
経
』

の
般
舟

三
昧
讃
の
文
に
よ

っ
て
い
る
。
こ
の
讃
文
に
つ
い
て
の
詳
細
な

説
明
は
、
『唯
信
抄
』
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
親
鸞
は
後
に
、
『
唯

信
抄
文
意
』
を
著
わ
し
て

『唯
信
抄
』
の
心
を
懇
切
丁
寧
に
汲
み
取

っ

て
い
く

。
し
か
し
、
こ
の

『
ひ
ら
が
な
本
唯
信
抄
』
が
書
写
さ
れ
た
と

さ
れ
る
文
暦
二
年

(1
2
3
5
)
に
は
、
ま
だ
、
著
書
と
し
て
の

『
唯
信

抄
文
意
』

の
成
立
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
『
唯
信
抄
』
で

の
重
要

な
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る

『
五
会
法
事
讃
』
に
つ
い
て
の
何

等
か
の
説
明
が
、
当
然
、
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
特
に
、
第
十
八
願
で

あ
る

「
念
仏
往
生
の
願
を
お
こ
し
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
を
と
な
ふ
る
に
、
行
・
住
・
坐

・
臥
を
え
ら
ば
ず
、
時

・
処

・
諸
縁
を

き
ら
わ
ず
、
在
家

・
出
家
、
若
男

・
若
女
、
老

・
少
、
善

・
悪
の
人
を
も
わ

か
ず
、
な
に
人
か
こ
れ
に
も
れ
む
。
(定
親
全
六
・
四
六
頁
)

を
受
け
て
、
『
五
会
法
事
讃
』
の
般
舟
三
昧
讃
が
お
か
れ
て

い
る
が
、

こ
の

「
な
に
人
か
こ
れ
に
も
れ
む
」
と
い
う
こ
と
が
、
末
法
の
世
に
生

き
る
衆
生
に
と

っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の

『見
聞
集
』
の

『
五
会
法
事
讃
』
と

『教
行
証
文
類
』
を
対
照

さ
せ
て
み
る
と
、
荘
厳
文
は
見
ら
れ
な
い
が
、
あ
と
は
す
べ
て

『
教
行

証
文
類
』
の

「行
巻
」
に
重
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と

か
ら
考

え

る

と
、
『見
聞
集
』

の

『
五
会
法
事
讃
』
は
、
『
教
行
証
文
類
』
の

「行
巻
」

の
成
立
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
う
す
る
と
浄
土

門

こ
そ
が
末
法
の
世
の
衆
生
に
適
う
も
の
で
あ
る
と
選
び
取
り
、
そ
の

浄
土
門
の
中
で
称
名
念
仏
し
て
往
生
を
願
う
念
仏
往
生
こ
そ
が
仏

の
本

願

に
適
う
も
の
で
あ
る
と
お
さ
え
、
さ
ら
に
、
た
だ
念
仏

一
行
を
つ
と

め
る
三
心
具
足
の
専
修
の
優
れ
て
い
る

こ
と

を
明

し
、
そ
の
念
仏
に

は
、
信
心
を
要
と
す
る
と
述
べ
て
あ

る

の
が
、
『唯
信
抄
』

の
前
半
で

あ
り
、
そ
う
い
っ
た

『唯
信
抄
』
に
引

用

さ

れ

て

い
る

『
五
会
法
事

讃
』
の
二
文
を
、
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
、
称
名
念
仏
を
確
か
め
て
い
っ
た

の
が

『見
聞
集
』

の

『
五
会
法
事
讃
』
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
特
に
第
二
文
目
の
般
舟
三
昧
讃
に
み
ら
れ
る

破
戒
と
罪
根
深
き
と
を
簡
ば
ず
。
た
だ
回
心
し
て
多
く
念
仏
せ
し
む
れ
ば
、

よ
く
瓦
礫
を
し
て
変
じ
て
金
と
成
さ
し
む
。
(定
親
全
六
・
四
七
頁
)
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を
経
文

に
よ

っ
て
お
さ
え
な
お
し
た
の
が
、
具
体
相
と
し
て
顕
れ
て
い

る

『
涅
槃
経
』
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
相
は
、
い
わ
ゆ
る
下
化

衆
生
と

い
う
慈
悲
摂
受
の
面
が
色
濃
く
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て

抄
出
さ
れ
た
の
が
、
『
見
聞
集
』
の

『
涅
槃
経
』
の
抄

出
文

で
あ
る
。

何
故
、
親
鸞
が
特
に

「
破
戒
と
罪
根
深
き
を
簡
ば
ず
」
と
い
う
こ
と

を

『
涅
槃
経
』
で
お
さ
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う

と
、
そ

の
大
き
な
契
機
は
、
越
後
流
罪
と
関
東
教
化
に
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
親
鸞
が
、
『
唯
信
抄
文
意
』
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
具

縛
の
凡
愚

・
屠
沽

の
下
類
」
と
い
う
こ
と
を
全
て
の
人
間
の
あ
り
の
ま

ま
の
姿

で
あ
る
と
頷
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
越
後

・
関
東
の
人
々
と

生
活
を
共
に
し
た
か
ら
だ

と

思
う
。
『涅
槃
経
』

に
お
い
て
救
い
の
対

象
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
阿
闍
世
王
で
あ
り
、
そ
し
て
、
つ
い
に
は

一

闡
提
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
の
者
た
ち
は
、
ま
さ
に

『
大
経
』
の
第
十
八
願

で

「唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
な
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
「唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
さ
れ

て

い
る
者
た
ち
は
ど

う
な
る
の
か
と
い
う
問
が
、
当
然
、
出
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
も

大
体
に
お
い
て
日
々
の
生
活
が
保
証
さ
れ
て
い
る
比
叡
山
あ
る
い
は
都

に
あ

っ
て
は
、
当
然
、
唯
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
越
後

・
関
東
と
い
う
当
時

の
状
況
を
類
推
す
る
と
、
生
死
の
ぎ
り
ぎ

り
の
所

で
生
活
し
て
い
た
偏
狭
の
地
の
人
々
と

生
活
を
共

に
し
た
と

き
、
唯
除

で
は
す

ま
す

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
当
然
起
こ
っ
て
き

た
。
そ
う

す

る
と
、
『大
経
』
で
い
っ
て
い
る
唯
除
の
意
味
を
考
え
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
比
叡
山
に
お
い
て

『法

華
経
』
と
と
も
に
学
ん
だ

『涅
槃
経
』
が
ク

ロ
1
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
く

る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
比
叡
山
で
学
ん
だ
同
じ

『涅
槃
経
』
で
あ

っ

て
も
据
拾

の
経
典
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、
具
縛
の
凡
愚

・
屠
沽

の
下

類
を
見

つ
め
た
経
典
と
し
て
写

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
ど

う
し
て
も

『涅
槃
経
』
を
引
か
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

越
後

・
関
東
時
代
の
親
鸞
の
目
は
、
偏
に
具
縛

の
凡
愚

・
屠
沽
の
下

類
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
も

の
た
ち
が
頷

き
、
救
わ
れ
て
い
く
教
え
は
、
浄
土
門

の
中

の
称
名
念
仏
で
あ
り
、
さ

ら
に
阿
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
、
た
だ
念
仏

一
行
を
つ
と
め
る
三
心
具
足

の
専
修
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
た
ち
に
適

っ
た
教
で
あ
る
と
端
的
に
示

し
て
あ
る

『
唯
信
抄
』
が
、

一
際
、
親
鸞
を
頷
か
せ
た
で
あ
ろ
う
し
、

念
仏
に
は
信
心
を
要
と
す
る
と
述
べ
て
あ
る

『
唯
信
抄
』
の
信
心
と
い

う
こ
と
を
具
縛

の
凡
愚

・
屠
沽

の
下
類
と
い
う
と
こ
ろ
で
お
さ
え
て
い

く
に
は
、
『涅
槃
経
』
で

一
貫
し
て
述
べ
て

い
る

「
一
切
衆
生
悉
有
仏

性
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
鍵
と
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
親
鸞
が
帰
洛
前
後
し
て
、
『涅
槃
経
』

を
抄
出
し
た
こ
と
も
頷
け
る
し
、
後
に

『
教
行
証
文
類
』
に
あ
れ
だ
け

の
引
文
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
頷
け
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈キ
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ワ
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