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『教
行
信
証
』
「行
巻
」
竜
樹
引
文

の

一
考
察

伊

藤

唯

道

親
鸞

は

『
教
行
信
証
』
「行
巻
」
に
お
い
て
竜
樹

の

『十
住
毘
婆
論
』

を

「入
初
地
品
」
「浄
地
品
」

「地
相
品
」
「易
行
品
」
の
四
品
を
か
な

り
の
量

引
用
し
て
い
る
。
こ
の

一
連

の
引
文
で
示
さ
れ
る
も
の
は
、
前

」
二
品
で
は
初
地

の
菩
薩
の
あ
り
方
で
あ
り
、
易
行
品
で
は
具
体
的
行
法

が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
従
来
こ
の
前
三
品
の
あ
り
方
を
あ
ま

り
重
視

し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
竜
樹

の
引
文
で

そ
の
大
部
分
は
前
三
品
が
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
親
鸞
の
明

確
な
意

図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で

は
こ
れ
ら
の
点
、

つ
ま
り
前
三
品
に
注
目
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
初
地

の
菩
薩

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
知

の
通

り
こ
の
引
文
に
は
、
数
多
く
親
鸞
独
自

の
訓
点
が
施
さ
れ
、
ま
た
省
略

も
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
注
目
し
、
菩
薩
の
意
義
に
つ
い
て

考
察
を
進

め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、

こ
の
引
文
中
大
き
な
読
み
替
え
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
、
次

に
示
す

「入
初
地
品
」
の
初
地
の
菩
薩

の
歓
喜
に

つ
い
て
の
表
現
で
あ

る
。

一
毛
を
も

つ
て
百
分

と
な
し

て
、

一
分

の
毛

を
も

つ
て
大

海

の
水

を
分

ち
取

る
が
ご
と
き

は
、

二
三
滞

の
苦
す

で
に
滅

せ
ん
が
ご

と
し
。
大
海

の
水

は
余

　
ユ
　

の
い
ま
だ
滅
せ
ざ
る
も
の
の
ご
と
し
。

こ
こ
で
は
菩
薩

の
歓
喜
に

つ
い
て
水
滞
の
讐
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
大
き
な
読
み
替
え
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
竜
樹

の
原

文
で
は
、
す
で
に
滅
し
終
わ
っ
た
苦
が
大
海
の
水
の
よ
う
に
多

い
も
の

で
あ
り
、
未
だ
滅
し
て
い
な
い
苦
が

一
分
の
毛
か
ら
の
一、一三
滴
の
水
滴

に
す
ぎ
な
い
と
示
さ
れ
る
が
、
「行
巻
」
で
は
全

く
逆
に
、
滅
し
終
わ
っ

た
苦
が
二
三
滞
の
水
滴

の
如
く
で
あ
り
、
未
だ
滅
せ
ざ
る
苦
が
大
海
の

水
の
如
し
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
者
は
全
く
逆
の
意

味
に
な
る
。
し
か
し
同
時
に
介
こ
の
二
文
と
も
歓
喜
が
多

い
と
い
う
点

に
お
い
て
は
変

わ
ち
な
か
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
関
し
て

一
般
的
に
は

他
力
の
行
者
が
、
救
わ
れ
て
逼
な
が
ら
も
、
自
信
が
煩
悩
に
覆
わ
れ
て

い
ゐ
状
態
を
示
し
た
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
が
、
岡
亮
二
氏
は

竜
樹
に
お
け
る
苦
の
滅
は
た
だ
自
利
の
み
で
と
ら
え
ち
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
利
他
の
面
を
も
見
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
か
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二
〇
〇

　
　

　

ら

で
あ

る
。

と
解

釈

さ

れ

、

そ

こ
に
菩

薩

の
利

他

性

を

見

よ

う

と

さ

れ

て

い

る
。

つ

ま

り

、

こ

の
菩

薩

の
歓

喜

は
、

今

か

ら
始

ま

る
菩

薩

道

に

対

し

て

の
歓

喜

で
あ

る

と

示

さ

れ

る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に

二

つ

の
解

釈

に
分

れ

る

の

で
あ

る
が

、

こ
の
解

釈

に

よ

っ
て
、

こ

こ

に
示

さ

れ

る
菩

薩

の
あ

り
方

が
大

き

く

異

な

る

こ
と

と

な

る
。

そ

こ

で
、
次

の
地

相

品

の

一
文

に
注

目

七

た

い
。

念
必
定

の
も

ろ
も

ろ
の
菩
薩

は
―

も
し
菩
薩
、
阿
褥
多

羅
三
貌

三
菩
提

の
記

を
得

つ
れ
ば
、
法
位
に
入
り
無
生

忍
を
得

る
な
り
。
千
万
億
数

の
魔

の
軍
衆
、

壊
乱

す
る

こ
と
あ
た

は
ず
。
大
悲

心
を
得

て
大
人
法

を
成
ず
。

乃
至

こ
れ
を

　
ヨ
　

念
必
定
の
菩
薩
と
名
つ
く
。

こ
こ
は
本
来
偶
頒
の
部
分

の
説
明
と
し
て
示
さ
れ
る
文
で
あ
る
が
、
親

鸞
は
こ
れ
を
無
視
し
、

一
連
の
文
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
「必
定
の

　　
　

菩
薩
を
念
じ
る
」
と
読
む
べ
き
文
を
、
「念
必
定
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
」

と
読
ん

で
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
念
は
、
菩
薩
が
念
じ
る
と
い
う
よ
う
に

行
為
の
主
体
が
変

っ
て
い
る
。
行
為
の
主
体
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
以
下
の
文

の
内
容

つ
ま
り

「大
悲
心
を
得
て
大
人
法
を
成
ず
」
が
、

菩
薩

の
相
と
し
て
、
衆
生
を
利
他
す
る
と
い
う
意
味
が
生
じ
る
。
ま
た
、

こ
の
文

は

「
こ
れ
を
念
必
定
の
菩
薩
と
名
つ
く
」
と
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、

原
文

で
は

「身
命
を
惜
し
ま
ず
菩
提
を
得
る
た
め
に
勤
め
て
精
進
を
行

ず
。」
と

い
う

一
文
が
存
在
す
る
。
し
か
し
親
鸞
は

「乃
至
」
の
文
で

こ
の
一
文

を
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
省
略
さ
れ
た

一
文
は
、
菩
薩
が
み

ず
か
ら
の
た
め
に
行
う
自
利
の
行
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
文

の
削
除
に
よ
り
、
こ
の
菩
薩
に
は
す
で
に
自
利

の
面
は
な
く
、
利
他
の

面
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
と
窺
え
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
先
に
示
し
た
大
海

の
讐
の
解
釈

も
、
岡
氏

の
解
釈
の
よ

う
に
、
菩
薩

の
利
他
性
を
示
す
も
の
と
し
て
解

釈
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
利
他
性
を
有
す
る
が
故
に
歓
喜
が
多

い
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

故
に
こ
こ
で
親
鸞

の
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、

こ
の
菩
薩
に
は
す
で
に

自
利
は
な
く
利
他

の
み
で
あ
る
と
言
い
得
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
こ
の
菩
薩
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
者

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
念
必
定

の
菩
薩
に

つ
い
て

『愚
禿
鈔
』
に
同
様

の
表
現
が
あ
る
。

即
得
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。
「即
の
と
き
必
定
に
入
る
」
文
ま
た

「必
定

　
　
　

の
菩
薩

と
名

つ
く
る
な
り
」
と
。

さ

ら

に
下

巻

に
は

ま
た
、
西

の
岸

の
上

に
人
あ
り

て
喚
ば
う

て
い
は
く
、

〈
汝

一
心
正
念

に
し

て
た
だ
ち
に
来
れ
、
我
能
く
護

ら
ん

〉
」
と

い
ふ
は
、
「西

の
岸

の
上

に
人
あ

り

て
喚
ば

う

て
い
は
く
」
と

い
ふ
は
、
阿
弥
陀
如
来

の
誓
願
な
り
。

「汝
」

の

　
　
　

言
は
行
者

な
り
、

こ
れ
す
な

は
ち
必
定

の
菩
薩
と
名
つ
く
。

と

示

し

て
あ

り

、

こ

こ

で

は
正

定

聚

の
行

者

の

こ
と

を
必

定

の
菩

薩

と

示

し

て

い

る
。

つ
ま

り

こ

こ
で

示

さ

れ

る

の
は
他

力

信

心

の
行

者

と

理

解

し
う

る
。

し

か

し

、
果

た

し

て
親

鸞

が
意

図

し

た

と

こ

ろ

は

そ

こ
に

あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

次

の

「浄

地

品

」

の

一
文

に

は
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一

深
く
大
悲
を
行
ず
と

は
、
衆
生

を
患
念
す

る
こ
と
骨

体

に
徹

入
す
る
が

ゆ
ゑ

に
名

づ
け

て
深
と
す
。

一
切
衆
生

の
た
め

に
仏
道

を
求
む
る
が
ゆ
ゑ

に
名
づ

　
　

　

け
て
大
と
す
。
慈
心
は
つ
ね
に
利
事
を
求
め
て
衆
生
を
安
穏
す
。

と
、
重

ね
て
こ
の
菩
薩
が
衆
生
を
導
く
さ
ま
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら

一
連

の
引
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
竜
樹
の
引
文
は
菩
薩
が

衆
生
を
導
く
と
い
う
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま

り
阿
弥
陀
仏
が
菩
薩
を
導
き
、
ま
た
そ
の
菩
薩
が
衆
生
を
導
く
と
い
う
、

阿
弥
陀
仏
の
大
行
が
衆
生
に
伝
わ
る
構
造
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
故
に
数
々
の
読
み
替
え
が
必
要
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
た
し
か
に
上
に
示
し
た

『愚
禿
鈔
』
か
ら
考
察
す
れ
ば
、

こ
の
菩
薩
は
信
心
の
行
者

の
姿

で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
心
問
題
は
、
い

か
に
衆
生

へ
法

の
伝
達
が
行
わ
れ
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
単
に
信
心
の
行
者
の
姿
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
解
釈

す
る
場
合
、
親
鸞
の
意
図
と
は
少
し
方
向
性
が
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
だ

ろ
う
か
。

以
上

の
よ
う
に
、
こ
の
竜
樹

の
引
文
で
は
、
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
と
衆

生
の
媒
介
的
役
割
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
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