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仏

典
を
読
む

ロ
ー

観
音
経
を
読

む

森

鹿

三

「
仏
典

を
読

む
」

と

い
う

本

欄

の
執

筆

を

命

ぜ
ら

れ

た

が
、

専

門

外

の
も

の
に

と

っ
て

は
、

や

は
り

荷

が
重

い
。

学

生

時

代

に
下

宿

し

て

い
た
南

禅

寺

の
塔

頭

で
毎

日
耳

に
し

て

い
た

『
観

音

経
』

を

取

り

上

げ

て

、

と

も

か
く

責

を

果

た

そ
う

と

考

え

た

。

ア

ミ

ダ

さ

ん

の
左

右

に
観

音

と

勢

至

の

二
菩

薩

が

侍

立

し

て

い

る

姿

は

、
前

号

の
本

欄

に
載

っ

た

『
観

無

量

寿

経
』

に
も

活

写

さ

れ

て

い
る

。

だ

が
観

音

さ

ん

の

こ

と
を

特

に
詳

し

く

語

っ

て

い
る

の

は
、

や

は

り

こ

の

『
観

音

経
』

に
ま

さ
る

も

の

は
な

い
。

『
観

音

経
』

と

い
う

の
は

、

も

と
も

と

『
法

華

経
』

の
中

の

「
観

世
音

菩

薩

普

門

品
」

の

こ
と

で

あ

る

が
、

中

国

で
も

古

く

か

ら

独

立

の

お
経

の
よ

う

に

『
観

音

経

』

と
通

称

し

て

い
る

の
で

あ

る

。

ニ
ジ

ム

ジ

ン

ニ
ボ
サ

ソ
ク

ジ

ュ
ウ

ザ

キ
、

ヘ
ン
ダ

ン
ウ

ケ

ン
、

ガ

ッ

シ

ョ
ウ

コ
ウ

ブ

ツ
、

ニ
サ

ゼ

ゴ

ン

が

そ

の
出

だ
し

で
あ

っ
て

、

耳

だ
け

で
接

し

て

い
た

こ

ろ

は
、

そ

の
意

味

も

わ

か

ら

ず

、

ひ

た

す

ら
そ

の
調

子

の
快

さ

に
聞

き

ほ

れ

て

い
た

次

第

で

あ

る
。

や

が

て

折
本

の

お
経

を

借

り

て
来

て
、

字

面

を

た

ど

っ
て

い
く

と
、

生

半

可

な

が

ら
も

少

し

ず

つ
意

味

が

わ

か

っ
て
来

る
。

今

の
出

だ

し

の
文

句

も

そ

の
時

、

無
、盡

意

菩

薩

は

即

刻

に
座

席

か

ら
起

ち
ト

っ
て
、

E

衣

を

左

肩

だ

け

に

か

け

て
右

肩

を

あ

ら

わ

に
し

、
佛

に

む

か

っ

て
合

掌

し

、

次

の
よ

う

に
語

っ
た

と

い
う

意

味

で
あ

る

こ
と

が

、
経

文

を
見

て
知

る

こ

と

が

で
き

た
。

無

尽

意

が
仏

に
語

っ
た

の
は

、

「
ど
う

い
う

わ
け

で
観

音

、

く

わ
し

く

は
観

世

音

菩
薩

と
名

づ

け

る

の

か
」

と

い
う

質

問

で
あ

っ

た
。

こ

こ
ま

で
が

『
観

音

経
』

の
序

の
部

分

で
、

次

に
長

い
長

い

中

心

の
部

分

が

つ
づ

く

。

つ
ま

り
提

出

さ

れ
た

質

問

に
対

す

る

仏

の
応

答

な

の

で
あ

る
。

計

り

知

れ

な

い
多

く

の

人

ぴ

と

が
、

い

ろ

い
ろ

な

苦

悩

を
受

け

る
時

に

、

こ

の
観

世
音

菩

薩

を

聞

い

て
、

そ

の
菩

薩

の
名

を

一
心

む

　

に
と

な

え

る

と

、
観

世
音

菩

薩

は
、

即

刻

に
そ

の
音
声

を
観

じ

て

、
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『
観

音

経

』

冊

子

ブ
リ

テ
ィ

ッ
シ

ュ

゜

ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
所
蔵

藤

枝
晃
博
士

撮
影

B
y

c
o
u
r
t
e
s
y
,

th
e

T

r
u
s
t
e
e
s

o
f

th
e

Bロ

ユ

t
i
s
7

ド
凶
げ
r
a
r
y

苦
悩

か
ら
解
放

さ
せ
て
下

さ
る
。
そ
れ
で
観
音

と
名

づ
け
る
と

い

う
わ
け
だ
が
、
そ
の
著

る
し
い
例

が
つ
ぎ
に
列
挙

さ
れ
る
。
も
し

こ
の
菩
薩

の
名
を
心

に
と
ど
め
る

(
持
名

)
者

は
、
た
と
え
大

火

炎

の
中

に
入

っ
て
も
、

こ
の
菩
薩

の
威
神
力

に
よ

っ
て
、
火
も
焼

く
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
大
水
に
流

さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
も

す
ぐ
に
浅
瀬

に
漂
着
す
る
。

こ
の
よ
う

な
火
難

・
水
難

に
つ
づ

い

て
風
難

・
被
害
難

・
羅
刹
難

・
柾

械
難

・
怨
賊
難

が
あ
げ
ら
れ
る

が
、
す

べ
て

冖
心

に
観
世
音
菩
薩

の
名
号
を

と
な
え

る
こ
と
で
解

脱

で
き

る
と
説
く
。

と
こ
ろ

で
L
欄
に
掲
げ
た
の
は
、
九
世
紀

ご
ろ

の
中
国

で
か
か

れ

た

『
観
音
経
』

の
絵

の

一
部

で
あ

る
が
、
右
側
は
前

述

の
火
難

と
水
難
か
ら

の
解
脱
を
描

い
た
も

の
で
あ
り
、
左
側
は
忸
械
難

と

羅
刹
難

の
図

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
図

の
下
に
は

『
観
音
経
』

の
本

文

が
書

写
さ
れ
て

い
る
。

そ
の
忸
械
難
と
は
手
か
せ

・
首

か
せ
で

繋
ぎ
縛
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、

こ
れ
ま
た
観

世
音
菩
薩

の
名
を

と
な

え
る
と
、
忽

ち
そ
れ
ら
の
か
せ
が
解
け
て
し
ま
う

と

い
う
。

こ
こ

で

「
若
有

罪
若
無
罪
」

つ
ま
り
有

罪
に
も
あ
れ
無
罪

に
も
あ
れ
、

い
ず
れ
も
解
脱

で
き

る
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
国
法
を

こ
え

て
観
音

の
威
神
力

が
優
位
す

る
気
慨
が
見

え
て
お
も
し
ろ
い
。
次

の
羅

刹

難

の
図

は
、

こ
の
三
千
大
千
国

土
に
充
満
す

る
悪
鬼
毒
気
を
示
し

た
も
の
で
、

こ
れ
ま
た
称
名

に
よ

っ
て
払
除

で
き

る
と

い
う

の
で

あ
る
。
経
文

に
は

「是
諸
悪
鬼

尚
不
能

以
悪
眼
視

之
」

と
あ

っ
て
、

悪
鬼
に
悪
眼

、
今
流

に
い
え
ば
イ
ー
ブ

ル
ア
イ
で
あ
ろ
う

か
、

こ

の
悪
眼
で
視

ら
れ
る
こ
と
で
人

び
と
は
ま
ず
苦
悩
に
と
り

つ
か
れ

る
の
で
あ
ろ
う

が
、
称
名

に
よ

っ
て
、
悪
鬼

の
方
、が
い
す
く
め
ら

れ
て
、
ま
と
も
に
視
ら
れ
な

い
。
視

る
こ
と
さ
え

で
き
な

い
の
だ

か
ら
害
を
加
え
る
な
ど
思

い
も

よ
ら
ぬ

(
「況
復
加
害
」
)
と
説
く
。

ト
述

の
七

つ
の
難
は
外
部

か
ら
来

る
も

の
だ
が
、
愛
欲

と
か
憎

悪

と
か
愚
痴
と
か

の
各
自

の
内

ら
か
ら
で
る
悩
み
も
ま
た
称
名

に

よ

っ
て
解
脱
で
き
る

の
で
あ
る
。

こ
の
内
外

の
苦
難
を
観
音

は
除

去
し

て
下
さ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
悲
心
を
も

っ
て
抜
苦

す

る

一
方
、
福
徳
智
慧

の
男
児

、
端
正
有
相

の
女
児
を
祈
願

の
ま

に
ま

に
授
け
て
下
さ
る
と

い
う
慈
心
与
楽

の
威
神
力
を
も
兼

ね
備

え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
あ
と
無
盡
意
菩
薩

は
観
音

が
ど
の
よ
う

に
シ
ャ
バ
世
界
を

歩
き
ま
わ
り
、
ど

の
よ
う

に
し
て
衆
生

に
教
え
を
説
か
れ
る
の
か

と
質
問
し
た

の
に
対
し
て
、
仏

は
懇

切
に
説
明
を
す
る
。

ま
ず
仏

身
を
以

て
得
度
す

べ
き
者

に
は
観
音

は
仏
身
を
現
わ
し
て
為

め
に

説
法
す

る
。
次

は
辟
支
仏

(
縁
覚
)
、
次
は
声
聞

、
最
後

に
執
金
剛

神

の
す

が
た
を
現
じ
て
説
法
す

る
ま

で
三
十
三
変
身

が
委
細

に
述

べ
ら

れ
る
。

こ
の
あ
た
り
は

「
應
以
某
身

得
度
者
師
現
某
身
而
為

説
法
」
と
ヒ
下

の
某
字

を
変

え
な
が
ら
の
繰
り
返
し

で
調
子
が
高

揚
す

る
。
ま
た
さ
ら
に
後

の
偈

(韻
文
)

に
お
い
て
十
二
回
出
現

す

る

「
念
彼
観
音
力
」

は
三
門
博

の
浪
曲

に
ま

で
取
り
入
れ
ら
れ

て

い
る
の
で
、
人

口
に
も
カ
イ
シ

ャ
す

る
快
調

の
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
度

は
じ
め
か
ら

『
観
音
経
』

を
読
ん
で
み
よ
う
。

そ
し

て
改

め
て

ゆ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(文
学
部
教
授
)
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