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一
五
五

親
鸞

の
和
讃
中

の

「
し
む
」

の
用
法

に
関

す
る

問
題
(2)

安

藤

光

慈

三

漢
語

聖
教

に
お
け

る

シ

ム
の
用

例

と
検

討

親
鸞
の
漢
語
聖
教
に
お
け
る
用
例
の
検
討
を
行
う
。
特
に

『
顕
浄
土

真
実
教
行
証
文
類
』
の
中
の
用
例
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
の
特
徴
を
確

認
す
る
こ
と
が
本
章
の
目
的
で
あ
る
。

ω

シ
ム
の
使
用
さ
れ
る
用
例
の
整
理

今
回
調

査
し
た
聖
教
は
、
親
鸞
の
漢
語
聖
教
の
う
ち
、
代
表
的
と
思

わ
れ
る

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

(教
行
信
証
)』
『浄
土
文
類
聚
紗
』

『愚
禿
紗
』
『
入
出
二
門
偶
』
で
あ
る
。
底
本
と
し
て
は

『
浄
土
真
宗
聖

(
1

)

典

(原
典
版
)』
を
用
い
た
。
そ
の
結
果
、
助
動
詞
シ
ム
に
つ
い
て
は
三

(
2

)

九
五
例
が
認
め
ら
れ
た
。
和
語
聖
教
と
違
い
、
調
査
対
象
を
ど
の
文
献

に
お
く

か

に
お
い
て
若
干
の
用
例
数
の
違
い
が
生
じ

る
と
思
わ

れ
る

が
、
四
百
例
前
後

の
用
例
の
存
在
は
、
か
な
り
の
頻
度
で
シ
ム
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
用
例
の
形
式
に
関
し
て
は
十
の
形

(
3
)

式
に
分
類

で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
、
使
役
の
助
字
お
よ
び
使
役
化
を
促

す
字
句
が
存
在
す
る
用
例
を
除
く
と
、
親
鸞

の
漢
語
聖
教

に
お

い

て

は
、
六
割
弱
の
シ
ム
の
用
例
が
読
み
添
え
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
頻
繁

な
シ
ム
の
読
み
添
え
が
そ
の
独
自
の
思
想
に
深
く
関
わ

っ
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

②
シ
ム
の
使
用
さ
れ
る
文
脈
の
整
理

今
回
用
例
と
し
て
認
め
ら
れ
た
三
九
五
例

の
う
ち
、
特
に
考
察
を
要

す
る
の
は
、
ま
ず
読
み
添
え
の
用
例
二
二
〇
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
親

(
4
)

鸞
の
自
釈
中
に
用

い
ら
れ
た
助
字
を
使
用
す
る
用
例
十
八
も
含
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
を
検
討
し
て
み
る
と
、

一
般
的
な
使
役
の

用
法
と
見
ら
れ
る
も
の
の
他
に
、
次
の
よ
う
な
用
例
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

A
、
動
詞
の
主
語
が
仏
の
側
で
あ
り
、
か

つ
衆
生
を
目
的
語
と
す
る

他
動
詞
に
付
与
す
る
用
例

B
、
動
詞
の
主
語
が
仏
の
側
で
あ
り
、
か

つ
衆
生
を
目
的
語
と
し
な

い
動
詞
に
付
与
す
る
用
例

C
、
動
詞
の
主
語
が
衆
生
の
側
で
あ
り
、

か
つ
シ
ム
を
付
与
す
る
こ

と
で
文
全
体
の
主
語
を
仏
の
側
に
転
換
す
る
用
例
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鸞
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一
五
六

D
、
動
詞
の
主
語
が
衆
生
の
側
で
あ
り
、
か
つ
シ
ム
を
付
与
し
て
も

文
全
体
の
主
語
が
仏
の
側
に
は
転
換
し
な
い
用
例

E
、
そ

の
他
。
す
な
わ
ち
動
詞
ま
た
は
使
役
の
主
語
が
仏
の
側
と
も

衆
生

の
側
と
も
言
い
切
れ
な
い
用
例
。

A
は
意
味
的
に
も
シ
ム
が
不
要
な
用
例
で
あ
り
、
従
来
は
尊
敬
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、

ニ

シ

テ

ノ

ク

ナベ
シ

タ

マ
フ

レ

イ

セ

シ

メ

テ

ヲ

ス

レ

ハ

ト

。
十
方
各
有
二
恒
河
沙
等
諸
仏

一同
讃
下
釈
迦

…
指
二
励

衆
生

一称
念

必
得
中

ヲ

往
生
上

(
二
七
四
頁
↑

『
浄
土
真
宗
聖
典
』
通
頁
、
以
下
同
)

ク

ク

タ

ヘ

シ

ム

ノ

ヲ

・
如
来
能
永
断
二

一
切
衆
生
疑

一
(
二
九
七
頁
)

レ

ノ

ト

ニ

テ

テ

ニ

セ

シ

ム

ヲ

。
生
二
彼
土

一已

…
至
二
教
化
地

一利
ご
群
生

一
(
六
八
五
頁
)

な

ど

で
あ

る

。

B

は

意

味

的

に
も

シ

ム
が

不

要

な

用

例

で
あ

り

、

や

は

り

従

来

は
尊

敬

と

し

て
取

り

扱

わ

れ

る

こ
と
が

多

か

っ
た
。

例

を

あ

げ

れ

ば

、

ノ

ハ

タ

ナ

リ

ニ

ク

セ

シ

ム

・
如

来
尊
号
甚
分
明

十
方
世
界
普
流
行

(
二

二
二
頁
)

ハ

シ

ヲ

セ

シ

ム

ヲ

。
悲
願
…
円
ご
満
福
智
蔵
一開
二顕
方
便
蔵
噂
(二
五
二
頁
)

な
ど
で
あ

る
。
文
脈
上
の
分
類
で
あ
る
か
ら
、
自
動
詞
の
用
例
と
、
衆

生
お
よ
び
衆
生
に
関
わ
る
目
的
語
を
持
た
な
い
他
動
詞
の
用
例
と
は
、

こ
れ
を

一
部
類
と
し
、
A
の

「衆
生
に
対
す
る
働
き
か
け
を
意
味
す
る

動
詞
」
と
は
区
別
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
考
え
た
。

C
は
教
学
的
に
は
主
語
の
転
換
を
行
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
文
の
途

中
で
主
語
が
転
換
す
る
、
も
し
く
は
主
語
が
二
重
化
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、

一
般
的
な
使
役
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に
は
元

の
文
の
主
語
が
明
ら
か
に
衆
生
の
側
に
あ
る
か
否
か
で
、

一
般
的
な
使

役
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
文
に
よ

っ
て
は
必
ず
し
も
そ
れ
が

明
確
で
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
当
然

シ
ム
の
有
無
に
よ
っ
て
文
全
体

の
意
味
も
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
は
場
合

に
よ
っ
て
は
謙
譲
と
解

釈
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
親
鸞
の
漢
語
聖

教
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
例
は
数
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

ッ

ク

レ

ド

モ

ヲ

マ

ウ

ア

ヒ

ヌ

レ

ハ

ニ

テ

ニ

セ

シ
ム

ト

イ

ヘ

リ

ヲ

・

一
生
造
二

悪

一値

二

弘
誓

一至
二
安
養
界

一証
二

妙
果

一
(二
五
八
頁
)

マ

サ

シ

ク

ウ

ケ

シ

メ

ヲ

ノ

シ
テ

ノ

チ

。
行
者
正

受

二
金
剛
心

一慶
喜

一
念
相

応

後

ト

ヒ

ト

シ

ク

ヱ

ヲ

セ

シ

ム

ト

イ

ヘ
リ

ワ

与
二
章
提

一等

獲

三
二
忍

一即
証
二
法
性
之
常
楽

一
(
二
五
八
頁
)

ユ

ク

セ

ム

ヲ

ノ

エ
シ

ム

ワ

・
無
量
寿
経
言
願
二往
生
一者
皆
得
二往
生
一…

(
三
七
四
頁
)

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
分
類
の
特
徴
と
し
て
、
「得
」
「証

ス
」
な
ど
の

動
詞
に
付
加
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
衆

生
が
主
語
で
あ
る
場
合
に
、
動
詞
の
意
味
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
も

一
つ
の
手
法
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
区
分
も
主
観
的
に
な
る
可
能
性

が
大
き
い
の
で
、
本
論
で
は

一
つ
の
部
類
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。

D
は
主
語
が
衆
生
の
側
に
あ
る
が
、
具
体
的

に
は
祖
師
や
経
典
上
の

人
物
等
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
し
か
も
直
接
的

な
救
済
構
造
と
関
係
し

な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ハ

ア

キ

ラ

カ

ニ
シ

テ

ニ

レ

ン

ミ

ン

セ

シ

ム

ノ

ヲ

・
本
師
源
空

明
二

仏
教

一憐
二
患

善
悪
凡
夫
人

一
(
二
五
九
頁
)

ノ

キ

ノ

ノ

ノ

ス

ル

ヲ

ヲ

ニ

ノ

エ
シ

ム

ナ

ル

コ

ト

ヲ

。
以
下
如
二
是

一等
無
量
人
民
発
中
大
心
上
故
阿
閣
世
王
所
有
重
罪
即
得
二
微
薄

一

(三
六
三
頁
)

な

ど

で
あ

る

。

こ
れ

も

従

来

は
謙

譲

、

も

し
く

は

尊

敬

に
解

釈

さ
れ

る
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一
五
七

か
、
ま
た
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
論
の
場
合
、
文
脈
的
な
観

点
か
ら
云
え
ば
、
直
接
的
な
救
済
の
場
面
に
関
わ
る
か
否
か
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
る
の
で
、
D
と
は
区
別
し
て
考
え
る
。
実
際

「和
讃
」
に

お
け
る
シ

ム
を
考
察
す
る
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う

な
場
合
で
あ
り
、
区
別
し
て
考
察
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

E
は
例
え
ば
、

バ

ク

ラ

ヘ
シ

ム

ニ

。
信
能
専
向
二
仏
功
徳

哨
(
二
九
八
頁
)

ハ

テ

ニ

シ

ナ

ン

シ

テ

ヲ

エ

シ

ム

ヲ

。
信
於
二
境
界

一無
二
所
著

鴫遠
二
離
諸
難

一得
二
無
難

一
(二
九
八
頁
)

バ

ク

シ

ノ

ヲ

セ

シ

ム

ヲ

・
信
能
超
ご出
衆
魔
路
剛示
ご現
無
上
解
脱
道
一
(二
九
八
頁
)

な
ど
で
あ
り
、
実
際
に
は
A
～
C
の
い
ず
れ
か
に
配
当
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
が
、
「信
」
と
い
う
主
語
が
果
た

し
て
仏
の
側
か
衆
生
の

側
か
は
意
見

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
に
微
妙

な
主
語
の
場
合
に
シ
ム
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
論
と
し
て
は

実
は
意
味

の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
た
め
に
別
の
分
類
と
し
た
。

③

従
来

の
説

の
検
討

こ
の
分
類
を
念
頭
に
お
い
て
、
従
来

の
説
に
対
し
て
、
そ
の
問
題
点

に
検
討
を
加
え
よ
う
。

ま
ず
、
従
来
の
解
釈
に
多

い
、
シ
ム
を
尊
敬

・
謙
譲
ま
た
は
丁
寧
の

(
5
)

意
味
と
す

る

(ま
た
は
無
視
す
る
)
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
文
法
的
な

問
題
の
他

に
も
そ
の
問
題
点
を
い
く

つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
第

一
に
、
親
鸞
は
漢
語
聖
教
に
お
い
て
、
尊
敬

・
謙
譲
の
表
現
と
し

て
は
、
タ

マ
フ

・
タ
テ
マ
ツ
ル
の
付
与
を
通
常
の
手
法
と
す
る
点
で
あ

る
。
第
二
に
、
分
類
E
の
よ
う
に
、
尊
敬

・
謙
護
の
い
ず
れ
の
意
味
に

も
配
当
不
可
能
な
用
例
も
あ
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
の

点
か
ら
も
、
尊
敬

・
謙
譲
ま
た
は
丁
寧
と
す
る

(ま
た
は
無
視
す
る
)
こ

と
は
妥
当
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
親
鸞
が
果
た
し
て
シ
ム
と
い
う
ひ
と

つ
の
助
動
詞
を
そ
の
よ
う
に
多
く
の
意
味
で
使
い
分
け
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
用
例
の
全
体
に
通
底
す
る
意
味
を
シ
ム
が

(
6
)

持

っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
あ
り
、
親
鸞
自
身
に
は

「
こ
ま
か
い
明
確

(
7
)

な
用
法

の
分
類
意
識
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
し
、
「
我
々
も

ま

た
こ

の
和
讃
中
の
用
法
を
、
和
文
的
既
存
の
分
類
名
称
に
従

っ
て

『尊
敬

・

謙
譲

・
丁
寧
…
…
』
と
細
か
く
区
分
し
て
み
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
の

あ
る
こ
と
で
も
可
能
な
こ
と
で
も
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
。

次
に

「荘
重

・
丁
重
と
い
っ
た
待
遇
表
現
効
果
―
美
化
語
的
」
ま
た

(
8
)

は

「漢
文
的
荘
重
感
を
和
文
に
持
ち
込
ま
ん
と
す
る
意
図
」
と
い
う
説

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「和
讃
」
の
全
体
を
通
じ

て

ス

・
サ

ス
を
さ
し

お
い
て
シ
ム
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
そ
こ
に
何
か

の
効
果
を

「和
讃
」
全
体
に
与
え
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
同

感
で
あ
る
。
た
だ
し
、
親
鸞
の
漢
文
意
識
は
、
主
に
経

・
論

・
疏
な
ど

の
聖
教
に
対
す
る
意
識
に
他
な
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば

「
聖
教
的
荘
重
感

を
持
ち
込
ま
ん
と
す
る
意
図
」
、
す
な
わ
ち
、
意
識
的
か
ど
う

か
は
と

も
か
く
も
、
和
讃

の
聖
教
化
を
行

っ
た
と
い
う
観
点
も
生
じ
得
る
が
、

親
鸞
自
身
に
そ
の
意
識
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
漢
語
聖
教
自
体

に
シ
ム
が
多
用
さ
れ
て
い
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一
五
八

る
こ
と
か
ら
も
、
漢
語
聖
教
に
お
け
る
シ
ム
の
用
例
と
和
讃
の
用
例
と

を
同

一
と
考
え
る
な
ら
ば
、
妥
当
と
は
云
え
な
い
。

(
9
)

次
に
被
支
配
待
遇
的
表
現
お
よ
び
使
役
性
強
調
表
現
と
い
う
判
断
に

関
し
て
で
あ
る
が
、
本
論
の
論
理
展
開
等
に
関
し
て
は
、
こ
の
来
田
氏

の
説
に
示
唆
を
受
け
る
面
が
多
か

っ
た

こ
と
を
予
め
述
べ
て
お
き
た

い
。
さ

て
第

一
に
、
仏

(支
配
者
)
が
動
作
主
で
あ

る
場
合
を
使
役
性

強
調
表
現
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
意
味
的
に
該
当
し
な
い
用
例

が
分
類
B

に
当
る
。
す
な
わ
ち
分
類
B
に
お
い
て
は
使
役
対
象
が
存
在

し
な
い
た

め
で
あ
る
。
本
論
に
お
け

る
A
と
B
と

の
区
分
は
、
「使
役

性
強
調
表
現
」
と
い
う
定
義
を
意
識
し
て
で
あ

る
。
ま
た
氏
は
、
「源

空
光
明

ハ
ナ
タ
シ
メ

門
徒

ニ
ッ
ネ

ニ
、・・
セ
シ
メ
キ

賢
哲
愚
夫
モ
エ

ラ
バ
レ
ス

豪
貴
鄙
騰
モ
ヘ
タ
テ
ナ
シ
」
(高
僧
和
讃
)
の
用
例
を
も

っ

て
、
使
性
強
調
表
現
の
語
形
と
し
て
定
義
し
演
繹
す
る
が
、
こ
の

「見

セ
シ
ム
」

と
い
う
用
例
は
特
殊
用
法
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、

ま
た
親
鸞

の
用
例
の
意
味
上
の
分
類
に
お
い
て
も

一
般
的
な
使
役
に
位

置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
勧
ム
」

に
類
す
る
意
味
の
動

詞
に
は
、
氏
の
云
う
使
役
的
意
味

(11
使
役
主
が
動
作
主
の
意
志

・
主
体

に
お
い
て
さ
せ
る
)
も
含
ま
れ

る
が
、
そ

の
他
は
む

し
ろ
氏
の
云
う
他

動
詞

(動
作
主
の
意
志

.
主
体
性
を
没
却
し
て
い
る
)
に
類
す
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。
よ

っ
て
使
役
性
強
調
表
現
と
い
う
分
類

に
そ
れ
ら
を
ま
と

め
る
こ
と

は
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
被
支
配
待
遇
表
現

と
い
う
分
類
に
つ
い
て
、
そ

の
動
詞
の
示
す
動
作

・
行
為
に
お
い
て
動

作
主
に
主
体
性
が
あ

る

か
否
か
で

「
被
動
」

「許
容
依
類
」
の
二
種
に

分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
準
に
従
え
ば
、

一
文
中
に
同
時
に
用

い
ら
れ

(
10
)

て
い
る

「
シ
ム
」
を
意
味
上
分
類
す
る
事
態
が
生
じ
、
妥
当
と
は
考
え

に
く
い
た
め
、
こ
れ
ら
は
動
作
主
を
衆
生
の
側

に
お
く
被
支
配
待
遇
表

現
と
し
て

一
つ
の
類
型
と
す
る
。
さ
て
以
上

の
前
提
の
上
で
こ
れ
に
該

当
し
な
い
と
思
わ
れ
る
用
例
が
存
在
す
る
。
そ
も
そ
も
被
支
配
待
遇
表

現
と
は
、
「
被
支
配
者
の
立
場
に
あ

る
者
が
主
語
に
立
」
ち
、
そ

の
動

作

・
行
為
が

「支
配
者
の
力

(意
思
)
に
よ
っ
て
実
現
す

る
も

の

(11

被
動
)」
と

「
本
来
、
被
支
配
者

の
主
体
性
に
お
い

て
な
さ

れ
る
も
の

(H
許
容
依
頼
)」
に
分
類
さ
れ
る
。

い
ず
れ

に

せ

よ
そ
の
動
詞
が
、
氏

の
云
う

「
支
配
者
」
と

「被
支
配
者
」

の
間

に
お
い
て
働
く
動
作
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
し
か
し
分
類

D
は
、
少
な
く
と
も
直

接
的
に
は
そ
の
定
義
に
は
該
当
せ
ず
、
被
支
配
待
遇
表
現
と
し
て
分
類

す
る
こ
と
は
妥
当
と
は
云
え
な
い
。
ま
た
、

氏
は
こ
の
よ
う
に
動
作
主

が
仏

の
側
に
類
す
る
か
衆
生
の
側
に
類
す
る
か
に
よ

っ
て
、
被
支
配
待

遇
的
表
現
お
よ
び
使
役
性
強
調
表
現

に
分
類
す

る
が
、
分
類
E
に
見
る

よ
う
に
、
そ
の
動
作
主
を

一
概
に
仏
の
側
と
も

衆
生
の
側
と
も
分
類
し

え
な
い
よ
う
な
用
例
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら

の
用
例
の
存
在
は
、
本
論

で
は
、

一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
親

鸞
に
お
い
て
は
動
作
主
の
如
何
に
関
わ
ち
ず

、
比
較
的
自
在
に
付
与
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
重
見
氏
の
云
う
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
い

て
は

「明
確
な
用
法
の
分
類
意
識
は
な
か

っ
た
」
と
考
え
る
の
が
妥
当
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親
鸞

の
和
讃
中

の

「
し
む
」

の
用
法

に
関
す

る
問
題

(安

藤
)

一
五
九

で
あ
ろ
う
し
、
用
法
を
区
分
す
る
こ
と
は

「あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と

で
も
可
能

な
こ
と
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

ω
小
結

以
上

の
よ
う
に
、
従
来

の
論
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
が
、
そ
れ
で

は
こ
の
親
鸞
に
お
け
る
シ
ム
の
用
例
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ

き
か
、
そ

の
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
て
お
く
。

A
、

シ
ム
の
意
味
が
使
役
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
単

独

で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
使
役

・
尊
敬

・
謙
譲

等

の
従
来
の
区
分
に
当
て
は
め
て
検
討
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
。
親
鸞
に
お
け
る
シ
ム
の
使
用
に
は
独
自
の
意
識
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

B
、
親
鸞
の
漢
語
聖
教
に
お
け
る
用
例
は
②
に
お
け
る
分
類
に
ま
と

め
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
使
い
分

け

て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
分
類
の
全
て
に
通
底
す

る
意
味
を
も

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

C
、
第

二
節
に
お
い
て
検
討
し
た
特
殊
用
法

の
分
類
は
、
和
讃
に
お

け
る
特
殊
用
法
に
つ
い
て
も
有
効
で
あ
り
、
和
讃
の
特
殊
用
法
も

こ

の
分
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
よ
っ
て
以
下
の
考
察
に
お

い
て
導
く
シ
ム
の
意
味
は
、
和
讃

の
場
合
に
も
該
当
し
、
齪
酷
を

き
た
さ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
ら
な
い
。

右
記

の
よ
う
な
方
向
で
検
討
し
た
い
と
考
え
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、

自
力
性
の
排
除

・
他
方
性
の
顕
揚
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま

た
発

表

で
は

補

完

的
考

察

と

し

て

「
シ

メ

タ

マ
フ
」

と

い
う
語

形

に

つ
い

て
言

及

し
た

が

、

紙

数

の
関

係

上

、

次

に
護

り

た

い
。

尚

、

全
体

的

に
も

、

十

分

な

検

討

・
注

記

等

を

記

載

す

る

こ
と
が

で

き

な

か

っ
た

が

、

別

の
機

会

に
あ

ら

た

め

て
そ

の
詳

細

を

論

じ

た

い
と

思

う

。

1

『教
行
信
証

・
坂
東
本
』
等
と

の
校
異
も
含

む
。

2

(1)

『
教
行
信
証
』

「総
序
」
三
例
、
「
教
巻
」

一
例
、
「
行
巻
」
七

一
例
、

「信

巻
」
八

二
例
、
「
証
巻
」
三
〇
例
、
「
真
仏
土
巻
」
二
七
例
、
「
化
身
土

巻
」

一
四
五
例
、

(2)

『
浄
土
文
類
聚
紗
』

一
三
例
、

(3)

『
愚
禿

紗
』

一
〇

例
、

(
4
)

『
入
出

二
門
偈
』

二
二
例
。

3

(1)
読

み
添
え

る
も

の
…
二
二
〇
例
、

(2)
令

…

一
〇

八
例
、

(3)
使
…
三
七

例
、

(
4
)
遣

…

一
〇
例
、

(5)
教

へ
て
～

せ
し
む
…
九
例
、

(6)
勧

め
て
～

せ
し

む
…
六
例
、
(
7
)
勧
励

し
て
～

せ
し
む

…

一
例
、
(8)
勧
め

て
～

せ
し
む

(令
)

…
二
例
、

(9)
教

へ
て
～

せ
し
む

(令
)
…

一
例
、

(
1
0)
令

使

(
二
字

で

シ
ム
)

…

一
例
。

4

(1)
読
み
添

え
る
も

の
…
三
六
例
、

(2)
令

…

一
四
例
、

(3)
使
…
四
例
。

5

中
川
浩
文

「
三
帖

和
讃

に

お

け

る

『
シ

ム
』

の

用
法
」
(
『
女
子
大
国

文
』
三
)、
片

岡
了

「
中
世
に
お
け
る

『
シ
ム
』
の
用
法
」
(
『
大
谷
学
報
』

四
四

の
四
)

6

・
7

・
8

重
見

一
行

「
親
鸞

の
和
讃

に

お

け

る

『
シ

ム
』

の
用
法
」

(
『
国
語
国
文
』

五

一
八
)

9

来
田
隆

「
『
三
帖
和
讃
』

の
シ
ム
に

つ

い

て
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』

一
四
)

10

『
原
典
版
』
二
六
〇
頁
、
「
証
文
類
」
『
論
註
』

の
引
用
な
ど

の
用
例
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

親
鸞
、

和
讃
、
語
法

(
浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
講
師
)
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