
もり・せいはん 1940年 京都市生ま

れ 歳で得度 花園大卒業後 清水寺

真福寺住職などを歴任 年 清水寺貫

主・北法相宗管長に就任 人のこころ

観音の心 など著書多数

清水寺貫主

森 清範さん

畏敬の心を養ってくれるのが

宗教 仏前に手を合わせる人

々は何を祈るのか 京都市東

山区・清水寺

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）
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今
、
日
本
人
が
一
番
忘
れ
て
い
る
の
は
「
畏

敬
」
の
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
れ
は
「
宗
教
心
」
だ
と
思
い
ま
す
。

も
う

年
以
上
も
前
に
な
り
ま
す
が
、戦
後
、

衣
食
住
の
充
足
は
大
事
な
こ
と
で
し
た
。ま
ず
、

豊
か
に
な
り
た
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
日
本
人

は
心
の
豊
か
さ
と
、
物
の
豊
か
さ
を
混
同
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「
衣
食
足
り
て

礼
節
を
知
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
逆

な
の
で
す
。
礼
節
が
あ
っ
て
こ
そ
で
、
何
よ
り

も
心
が
先
な
の
で
す
。

そ
の
心
の
問
題
、
つ
ま
り
宗
教
心
が
す
っ
ぽ

り
抜
け
落
ち
た
の
で
す
。
社
会
全
般
、
家
庭
や

と
く
に
教
育
で
、
こ
の
こ
と
を
タ
ブ
ー
に
し
た

こ
と
が
、現
代
の
心
の
荒
廃
を
招
い
た
の
で
す
。

人
間
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
「
命
の
尊
さ
を
教

え
る
」
。
こ
れ
が
宗
教
の
本
質
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

仏
教
は
「
命

の
哲
学
」で
す
。

仏
教
は
宗
派
に

か
か
わ
ら
ず
、

命
の
あ
り
が
た

さ
、
尊
さ
を
説

い
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
も
の

に
命
、
仏
性
が

宿
っ
て
い
る
と

し
て
い
る
の
で

す
。

「
も
っ
た
い
（
勿
体
）
な
い
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
体
を
な
く
す
こ
と

な
か
れ
」と
い
う
意
味
で
す
。日
本
人
は
「
体
」

の
中
に
形
だ
け
で
な
く
、
心
の
働
き
ま
で
含
め

て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
心

命
を
粗
末
に

す
る
こ
と
、
軽
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
ん

で
も
な
い
間
違
い
で
す
。

こ
と
し
３
月
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
、

多
く
の
方
々
が
被
災
し
犠
牲
と
な
ら
れ
ま
し

た
。
復
興
に
は
被
災
地
の
人
だ
け
で
な
く
、
日

本
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
震
災
で
感
ず
る
の
は
、

地
震
と
津
波
は
天
災
だ
が
、
原
発
事
故
は
人
災

と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
極
め
て
命
を
軽
視
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
全
体
が
地
震
発
生
源
の
真
上
に
あ
る
の

で
す
か
ら
、
原
発
は
す
べ
て
危
険
な
場
所
に
あ

り
ま
す
。そ
の
危
険
な
も
の
を「
安
心
、
安
心
」

と
言
っ
て
き
ま
し
た
。

戦
艦
大
和
の
乗
組
員
だ
っ
た
吉
田
満
と
い
う

方
が
九
死
に
一
生
を
得
て
、
後
に
自
著
に
死
に

際
の
上
官
の
言
葉
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。「
不

沈
艦
と
い
わ
れ
た
大
和
の
沈
没
と
日
本
の
敗
戦

は
、
日
本
の
訓
練
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
は
な

く
、
科
学
に
対
す
る
情
熱
と
理
解
が
足
り
な
か

っ
た
の
だ
」
と
。
科
学
を
盲

も
う

信
し
ん

し
、
理
解
す
る

こ
と
を
思
考
停
止
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

科
学
は
、も
と
も
と〝
疑
い
〞
の
世
界
で
す
。

常
に
疑
う
と
こ
ろ
に
科
学
の
進
歩
が
あ
る
は
ず

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
疑
わ
ず
に
〝
信
じ
た
〞
の

で
す
。信
じ
る
と
い
う
の
は
宗
教
の
世
界
で
す
。

信
じ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
を
信
じ
た
結
果
な

の
で
す
。

歴
史
家
の
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士

が
、か
つ
て
京
都
で
の「
現
代
に
お
け
る
危
機
」

と
い
う
講
演
の
中
で
「
今
日
ほ
ど
危
機
、
危
険

な
時
代
は
な
い
。
間
違
っ
て
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば

核
戦
争
が
勃

ぼ
っ

発
ぱ
つ

し
、
す
べ
て
が
滅
び
る
。
そ
れ

を
救
う
方
法
は
宗
教
で
あ
り
、
道
徳
で
あ
る
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
が
日
本

で
、
そ
れ
も
仏
都
・
京
都
で
そ
う
言
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
は
命
の
哲
学
で
あ
る
と
申
し
上
げ
ま
し

た
。
命
に
は
生
物
学
的
な
、
い
わ
ゆ
る
生
き
て

い
る
見
え
る
命
と
、
そ
れ
を
支
え
る
見
え
な
い

命
と
が
あ
る
の
で
す
。
見
え
な
い
命
、
そ
れ
こ

そ
が
宗
教
で
す
。
相
手
を
慮
（
お
も
ん
ぱ
か
）

り
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
る
。
こ
の
事
は
人
と
し

て
の
条
件
の
一
つ
で
す
。
そ
し
て
常
に
畏
敬
の

念
を
忘
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
表
に
見
え
な
い

心
を
養
っ
て
く
れ
る
の
が
宗
教
心
な
の
で
す
。

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

二
百
十
日

（
９
月
１
日
ご
ろ
）

木
下

明
美
さ
ん

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

■
不
易
流
行

「
昭
和
生
ま
れ
の
幕
末
男
」
で
「
京
魂

洋
才
」
の
夫
と
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
書

い
た
り
し
ゃ
べ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
仕
事

に
し
て
は
い
て
も
、
「
京
都
も
の
」
で
モ

ノ
を
言
う
こ
と
は
避
け
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
で
も

年
暮
ら
す
う
ち
に
、
「
京
都
は

奥
が
深
い
」
「
京
都
は
狭
い
」
と
言
わ
れ

る
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
納
得
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

若
い
こ
ろ
は
、
か
つ
て
暮
ら
し
た
ア
メ

リ
カ
の
合
理
性
が
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
み
た
い
な
機
能
的
な

家
を
造
ろ
う
！
と
意
気
込
ん
で
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が「
潰

つ
ぶ

し
た
ら
、

そ
れ
ま
で
よ
！
」
と
踏
み
と
ど
ま
ら
せ
て

く
れ
た
友
が
い
た
お
か
げ
で
、
大
正
期
に

建
っ
た
先
代
か
ら
の
家
は
残
り
ま
し
た
。

家
と
遺
さ
れ
た
調
度
品
と
着
物
を
受
け
継

ぎ
、
山
水
が
身
近
に
あ
る
京
都
で
暮
ら
せ

る
こ
と
を
し
み
じ
み
あ
り
が
た
く
思
う
今

日
こ
の
頃
で
す
。

そ
れ
で
も
時
々
、
不
易
と
流
行
の
間
で

揺
れ
動
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ウ
チ
に

は
ク
ー
ラ
ー
と
い
う
文
明
の
利
器
は
な

く
、
打
ち
水
と
扇
風
機
と
団

う
ち

扇
わ

で
冷
を
取

っ
て
暮
ら
す
う
ち
に
や
が
て
秋
風
が
立
ち

ま
す
。

鴨
川
を
渡
っ
て
街
中
に
出
か
け
る
と
き

に
は
、
不
易
の
着
物
と
流
行
の
カ
ジ
ュ
ア

ル
着
を
着
分
け
る
『
京
都
で
、
着
物
暮
ら

し
』
（
拙
ブ
ロ
グ
名
）
を
楽
し
ん
で
い
ま

す
。（

次
回
９
月
４
日
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

京
都
中
央
信
用
金
庫
専
務
理
事
の
平
林
幸

子
さ
ん
で
す
）

二
十
四
節
気
を
補
完
す
る
「
雑
節
」
の

一
つ
と
し
て
、
江
戸
時
代
初
め
か
ら
暦
に

表
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
立
春
か
ら

２
１
０
日
目
で
、
稲
の
開
花
期
に
当
た
り

台
風
襲
来
の
特
異
日
で
す
。
農
家
に
限
ら

ず
要
警
戒
日
と
さ
れ
ま
す
。
昔
か
ら
「
八

朔
（
旧
暦
８
月
１
日
）
」
「
二
百
十
日
」

「
二
百
二
十
日
」
の
３
日
は
三
大
厄
日
と

さ
れ
、
統
計
的
に
も
荒
れ
る
日
が
多
い
よ

う
で
す
。

「
二
百
十
日

塀
き
れ
ぎ
れ
に
蔦

つ
た

の
骨
」

（
横
光
利
一
）
。
台
風
上
陸
の
あ
る
な
し

に
か
か
わ
ら
ず
、
季
節
は
確
実
に
秋
色
を

濃
く
し
て
い
き
ま
す
。
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