
魯

仏

典

を

読

む

(±
)

目

の
醒
め

た
ら
ん

ほ
ど

村

上

隆

彦

『
徒

然
草
』

の
中

で
兼

好

は
次

の
よ
う
に
書

い

て
い
る
。

ね
ぶ
り

ぎ
や
う

或
人
、
法
然
上

人

に
、
「
念

仏

の
時
、
睡

に
お
か
さ
れ

て

行

さ
は

や

を
怠
り
侍

る
事

、

い
か
父
し
て
こ

の
障

り
を
止
め
侍
ら

ん
」

と

さ

申

け
れ
ば
、

「
目

の
醒

め
た
ら
ん
ほ
ど
、
念
仏

し
給

へ
」

と

答

へ
ら
れ

た
り
け
る
、

い
と
尊

か
り
け
り
。

(略

)
〈
第

三

十

九

段
〉

こ
の

一
節
を
初

め
て
読

ん
だ
時

、
私

は
心
を
打

た
れ
た
。

「
い

か

父
し
て
こ

の
障

り
を
止
め
侍
ら

ん
」

と

い
う
、
「
或

人
」

の
正

直

な

告
白
と
真
摯

な
問

い
か
け

に
対
す

る
法
然

の
途
方
も

な
く
深

い
寛
容

の
態
度

が
そ

こ
に
み
ら
れ

る
、
と
思

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
ほ
と

ん
ど

意
表

を

つ
か
れ

る
思

い
で

「
或
人
」

は

こ
の
言
葉
を
聞
き

、
瞠
目

し
、

息
を

の
み
、
そ
し

て
お

の
れ
を
恥
じ

た
に
ち
が

い
な
く

、
そ

の
有
様

が
生
き

生
き

と
伝
わ

っ
て
く

る

よ
う

に
思

え
た
。
「
い
と
尊

か

り

け

り
」
と
兼

好
が
賛
嘆

し
た

の
も
、
法

然

の
こ
の
大
き

さ
に
関

し
て
で

あ

っ
た
ろ
う
、
と
私

ば
思

っ
た
。

け
れ

ど
も
、
そ

の
後

三
十
年
余

り
、
私

は
毎
年

一
度

は
『
徒
然
草

』

を
読

む
よ
う

に
し
て
き

た
が
、
或

る
時

ふ
と
、
若
年

の
頃

の
私

は
法

然

の
言
葉

を

一
面
的

に
理
解

し

て
い
た

の
で
は
な

い
か
、
と
考
え

る

よ
う

に
な

っ
た
。

日
本

古
典

文
学
大
系

『
徒
然
草
』

の
頭
注

で
西

尾

実
氏

は
こ

の
箇
所
を
注

し
て

「
も

し
目
が

醒

め
た
ら

、
そ

の
間

に
念

仏
を

な
さ

い
。
人
間
性

を
よ
く
と
ら

え
た
答
」
と
説

明

し

て

い

る

が
、

こ
の
西
尾
氏

の
理
解

も
法
然

の
寛
容

の
深
さ
、
度

量

の
大
き

さ

と

い
う

こ
と
に
力
点
を
置

い
た
も

の
で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
法

然

の
寛
容

の
深

さ
、
度

量

の
大
き
さ
が

こ
こ

に
如
実

に
示
さ
れ

て
い

る

こ
と

に
ま
ち
が

い
は
な

い
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
な

い
よ
う

に
私

に
は
思
わ
れ

て
き

た
。

「
或

人
」
は
、
「
念

仏

の
時
、
睡

に
お
か
さ
れ

て
行

を
怠
り

侍

る

ね
ぷ
り

事
」
と

云

っ
て

い
る
。

さ
す
れ
ぽ
、

こ

の

「
睡
」

は
深
夜

の
睡
眠

で

ぎ
ょ
う

あ

る
は
ず

が
な
く
、
念

仏
と

い
う
行

の
た
だ
な

か
に
き
ざ

し
た

い
わ

ば
居
眠

り

で
あ

る
と
み
て
ま
ち
が

い
な
か

ろ
う
。

一
方

、

「
或

人
」

は
、
「
睡

に
お

か
さ
れ

」
る

こ
と

に
よ

っ
て

「
行
を
怠

り
侍

る

事
」

と

云

っ
て

い
る
が

、
よ
く
考
え

て
み
れ
ば

、
「
睡

に
お
か
さ

れ
」

る

と

い
う

わ
れ
人
と
も

に
日
常

茶
飯

の
こ
と
と
し

て
繰

り
返
し

て
い
る

ぎ
よ
う

行
為

は
、
そ

の
者
が
そ

の
時
た
ず
さ

わ

っ
て

い
る

「
行
」

に
専
ら

で

な

い
こ
と
、
「
行
」
を
怠

る
と

い
う

こ
と
が

事
実
と

し
て
そ

こ

に

あ

り
、
そ

う
し
た
懈
怠

の
心
に
し

の
び

こ
む

形

で
生
じ

て
く

る
も

の
で

あ

っ
て
、
「或

人
」
が

云

っ
て

い
る
順
序
と

は
逆

で
あ

る
。

「
行
」

に

専

心
し

た
な
ら
ば

「睡

」
は
介
入
し

よ
う
が

な

い
。

「
行
」

を
行
う
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し町1

と

は
そ

う

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。
法
然

の
言
葉

は
、
そ

の
機
微

を
深

い
と

こ
ろ
で
衝

い
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
と
思
う
。

ま
た
、
「
目

の
醒

め
た
ら
ん
ほ
ど
、
念

仏
し
給

へ
」
と

い
う

法

然

の
言
葉

を
素

直

に
受
け

と
め
る
な
ら
ば

、
「
目

の
醒

め
」

て

い

る

時

に
行
う

「念

仏
」

の
持

続

は
、
同
時

に
、
「
目

の
醒

め
」

つ
づ

け

て

あ

る
状
態

の
持
続

に
そ

の
ま
ま

つ
な
が

る
、
と

い
う
指
摘

が
そ

こ
に

は
含

ま
れ
て

い
る
と

理
解

し
て

い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
仮

に
、

第

一
の

「
睡
」
が
あ

り
、
そ
れ

に
続
く
第

二
、
第

三
の

「
睡
」
が
あ

り

、
そ
う
し
た

「
睡
」

の
間

に

「
目

の
醒
め
た
ら

ん
」

状
態
が
あ

る

と

し
て
、
そ

の
目
覚

め

の
時

に
専
修
念

仏
に
心
が
け

る
な
ら
ば
、
念

仏

の
途

中

は
む

ろ
ん
、
念
仏

の
あ
と

に
も
先

に
も

「
睡
」

は
生
じ

よ

う
が

な

い
。
あ

る
の
は
た
だ

「
目

の
醒
め
」
た
状
態

と
念
仏
だ
け

で

あ

る
。

「
目

の
醒

め
た
ら
ん
ほ
ど

、
念

仏
し
給

へ
」

と

い
う
法

然

の

言
葉

の
根
底

に
は
、
そ
う
し
た
厳

し
い
教

理
が
潜

ん
で

い
た

の
で
は

な

い
か
、
と
思
う
。

そ
れ
な
く
し

て
は
、
「
明

日
の
大
事

を
か

か
じ
と

、
今

日

は

げ

む

が

ご
と
く
す

べ
し
」
「
一
丈

の
堀

を

こ
え

ん
と
思

は
ん
人

は
、

一
丈

五
尺

の
堀
を

こ
え
ん
と

は
げ
む

べ
し
」
「
た
と

ひ
余

事
を

い
と

な

む

と
も
、
念
仏
を
申

し
申
し

こ
れ

を
す
る
と
お
も

ひ
を
な

せ
。
余
事

を

し
、
念
仏
す
と

お
も

ふ
べ
か
ら
ず
」

「
念
仏

の
義

を
ふ
か
く
云

事

は

還

て
浅
き

こ
と

な
り
。
義

は
深

か
ら
ず

共
、

欣
求

だ
に
も
深
く
ば

一

定

往
生

は
し
て
ん
」
と

い
う
法

然

の
教
え
も

コ

心
に
専
ら
弥
陀

の

名
号
を
念

じ
、

行
住
坐
臥

に
時
節

の
久
近
を
問

は
ず

、
念

々
に
捨

て

ざ

る
も

の
、
こ
れ
を
正
定

の
業

と
名
く
。
彼

の
仏

の
願

に
順
ず

る
が

故
に
L
と

い
う
善
導
大
師

の
教

え
も
あ
り
得

な

い
と
思
う

し
、

「親

鸞

に
お
き

て

は
、

た
だ
念

仏
し

て
弥
陀

に
た
す
け

ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、

よ
き

ひ
と

の
お

ほ
せ
を
か
ふ
む
り

て
信
ず

る

ほ
か
に
、
別

の
子
細
な

き
な

り

(略
)

た
と

ひ
法
然
聖
人

に
す

か
さ
れ

ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏

し
て
地
獄

に
お

ち
た
り
と
も
、
さ

ら
に
後

悔
す

べ
か
ら

ず

さ

ふ

ら

ふ
L
と

い

う
、
『
歎
異
抄

』

の
伝
え

る
親

鸞

の
絶
対

の
信
仰

も
成
り

立

ち
得

な

い
よ
う

に
私

と
し

て
思
う
。

ま
た
、
そ
れ

な
く
し
て

は
、

い
ち
じ
ゃ
う

ふ
じ
や
う

「
『
往
生

は
、

一
定
と
思

へ
ば

一
定
、

不
定

と
思

へ
ば

不
定
な
り
』
と

言

は
れ
け
り
。

こ
れ
も
尊

し
。
ま

た
、

『
疑
ひ
な
が
ら
も
念

佛
す
れ

ば
、
往
生

す
』
と
も

言
は
れ
け
り
。

こ
れ
も
、

ま

た
尊

し
。
」
1

先

に
引

い
た

『
徒
然
草
』

の
文
章

に
続

け
て
、
兼
好
が
記

し
て

い
る

こ
の
よ
う
な
教
え
も
出

て
き
よ
う
が
な

い
、
と
思
う
。

法

然

の
寛
容

は
、
単
純

な
寛
容

で
も
無

際
限
な
寛
容

で
も
な

い
。

寛
容

の
底

を
貫
き
通
す

一
筋

の
も

の
が
あ

る
。
そ
れ

は
、
専

修
念
仏

と

い
う
強

い
光
源

か
ら
発

し
て
、
専
修
念

仏
と

い
う
究

極
に
回
帰
す

る

一
條

の
光

に
貫

か
れ
た
も

の
で
あ

る
よ
う

に
思
う
。

「
さ
け

の

む

は
、

つ
み

に
て
候

か
。
答

ま

こ
と

に
は

の
む
べ
く
も

な
け
れ
ど
も
、

こ
の
世

の
な
ら

ひ
」

1

こ
う
し

た
認

識
と
、
そ

の
認

識

の
上

に
成

り
立

っ
た

こ
の
よ
う
な
寛
容

に
は
、
或

る
恐

ろ
し
い
力

が
内
蔵
さ
れ

て
い
る
。
単
純

な
寛

容
、
無
際
限

な
寛

容

に
徹
す

る

こ
と

に
よ

っ
て

そ
れ
を

の
り
越

え
、
「
目

の
醒

め
た
ら
ん
ほ
ど
、
念
仏

し
給

え
」

と

い
う
よ
り
高
次

な
寛

容

の
世
界

へ
、
言

い
換
え
れ
ば

、
よ
り
純
粋

で

単
純

な
寛
容

、
よ
り
純
粋

で
無
際
限

な
寛
容

の
世
界

へ
私
た

ち
を
招

じ
入
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
れ

は
兼

好

の
云
う

よ
う
に

「
い
と
尊

か
り
け
」

る
こ
と
ど
も

で
あ

る
。

(む

ら
か
み

た

か
ひ

ご

文
学
部
教
授
)
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