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般
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1979 年北海道生まれ。浄土真宗本願寺派光明寺僧侶。一般社団法人お寺の未来代表理事。米日財団
リーダー シッププログラムフェロー。東京大学文学部哲学科卒業。超宗派仏教徒のウェブサイト「彼
岸寺」(www.higan.net) を設立し、お寺の音楽会「誰そ彼」 や、お寺カフェ「神谷町オープンテラ
ス」を運営。2010 年、ロータリー財団国際親善奨学生としてインドに留学し MBA 取得。2012 年、
若手住職向けにお寺の経営を指南する「未来の住職塾」を開講。2013 年、世界経済フォーラム（ダ
ボス会議）の Young Global Leader に選出される。『お寺の教科書―未来の住職塾が開く、これか
らのお寺の 100 年―』（徳間書店）など著書多数。

PROFILE　松本 紹圭（まつもと・しょうけい） 

フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
や
寄
付
活
動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
根
ざ
し
て
い
て
日
本
に
は
な
じ
ま
な
い
、
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
話
。

仏
教
に
も
そ
う
し
た
精
神
は
あ
る
と
の
意
見
は
あ
る
が
、
実
際
に
お
寺
で
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
見
え
に
く
か
っ
た
の
も
事
実
。
し
か
し
近
年
、
社
会
に
開
か
れ

た
お
寺
の
取
り
組
み
や
、
僧
侶
に
よ
る
社
会
的
な
活
動
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
日
本
型
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
の
あ
り
方
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
べ
く
、
未
来
を
つ
く
る
お
寺
や

僧
侶
の
真
摯
な
実
践
を
特
集
す
る
。
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若
手
住
職
向
け
に
お
寺
の
経
営
塾
を

開
講
し
、
超
宗
派
仏
教
徒
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
や
お
寺
カ
フ
ェ
を
企
画
、
世
界
経
済

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
ダ
ボ
ス
会
議
）
の
ヤ
ン

グ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
に
も
選

出
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
活
動
に
注
目
が

集
ま
っ
て
い
る
新
進
気
鋭
の
僧
侶
・
松

本
紹し

ょ
う
圭け
い
さ
ん
。
情
報
化
や
技
術
革
新
で

進
化
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
人
間
の

生
き
方
は
、
実
は
ま
っ
た
く
進
ん
で
い

な
い
と
い
う
松
本
さ
ん
の
、
「
お
寺
か

ら
日
本
を
元
気
に
す
る
」
と
い
う
ユ
ニ
ー

ク
な
発
想
に
つ
い
て
聞
い
た
。

　
　
　
◇　
◇　
◇

お
寺
の
未
来
を

経
営
学
で
紡
い
で
い
く

―
松
本
さ
ん
は
母
方
の
ご
祖
父
様
が
お

寺
の
住
職
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
大
学

卒
業
後
、
僧
侶
の
道
へ
進
ま
れ
た
の
は
、

そ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

松
本　
子
ど
も
の
頃
は
よ
く
寺
に
出
入

り
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
影
響
は
大
き

い
と
思
い
ま
す
。
職
業
と
し
て
は
特
別

意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
寺
っ

て
い
い
な
、
仏
教
っ
て
い
い
な
、
と
い
う

感
覚
で
す
。

　

そ
し
て
思
春
期
の
頃
に
オ
ウ
ム
真
理

教
の
事
件
が
あ
り
、
そ
の
信
者
か
ら
「
風

景
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
評
さ
れ
た
伝
統

仏
教
の
存
在
意
義
を
あ
ら
た
め
て
問
い

直
し
ま
し
た
。
も
う
ち
ょ
っ
と
お
坊
さ

ん
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
と
、

お
寺
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な

い
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
で
す
ね
。

　

も
と
も
と
仏
教
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ

ま
な
思
想
に
興
味
を
持
っ
て
大
学
で
は

哲
学
を
学
び
ま
し
た
。
卒
業
す
る
と
き
、

ま
わ
り
の
友
人
は
進
学
や
就
職
を
す
る

わ
け
で
す
が
、
私
の
頭
の
片
隅
に
は
な
ぜ

か
「
お
寺
」
が
常
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
「
お
坊
さ
ん
に
な
る
」
と
い
う
方
法
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
道
を
選
び
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
は
迷
い
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

―
こ
れ
だ
け
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変

わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
確
か
に

お
寺
そ
の
も
の
も
変
化
す
る
時
代
に
き

て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
な
か
で
都
会
の

真
ん
中
に
あ
る
東
京
神
谷
町
光こ

う

明み
ょ
う

寺じ

の

境
内
に
、
お
寺
カ
フ
ェ
「
神
谷
町
オ
ー
プ

ン
テ
ラ
ス
」
を
、
ま
た
超
宗
派
仏
教
徒
に

よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
寺
院
「
彼
岸
寺
」

を
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
次
の

手
法
と
し
て
若
手
住
職
へ
の
経
営
塾
を

ス
タ
ー
ト
さ
れ
た
。
こ
れ
は
実
に
ユ
ニ
ー

ク
な
活
動
で
す
ね
。

松
本　
も
と
も
と
お
寺
と
い
う
の
は
、
お

坊
さ
ん
が
生
計
を
立
て
る
た
め
の
場
所

で
は
な
く
、
み
ん
な
の
も
の
と
し
て
機
能

し
、
残
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ

て
い
た
ん
で
す
。
支
え
て
く
れ
る
檀
家

さ
ん
に
対
し
て
、
し
っ
か
り
や
っ
て
い

く
と
い
う
の
は
大
切
で
す
が
、
社
会
は

ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、

お
寺
も
も
う
ち
ょ
っ
と
社
会
に
向
か
っ

て
開
い
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
。

　

そ
れ
で
私
も
光
明
寺
と
い
う
お
寺
を

舞
台
に
い
ろ
い
ろ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
全
国
に
お
寺
は
約

７
万
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
く
ら
一
寺
院

が
頑
張
っ
て
も
、
そ
の
な
か
で
は
小
さ

な
点
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
横
に
広

げ
て
ス
ケ
ー
ル
を
出
し
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、

●
●
●
●

　

超宗派仏教徒のウェブサイト「彼岸寺」(higan.net)
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私
の
過
去
の
取
り
組
み
が
、
そ
の
ま
ま
ど

の
寺
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
コ
ン
ビ
ニ
の
よ
う
に
全
国
一
律
に

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
に
は
そ
れ

ぞ
れ
の
物
語
が
あ
る
。
今
ま
で
の
も
の
を

引
継
ぎ
、
そ
こ
か
ら
お
寺
自
身
の
未
来
の

物
語
を
紡
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う

の
で
す
。

　

実
際
に
お
寺
を
ど
う
い
う

形
で
引
っ
張
っ
て
い
く
の
か

と
い
う
方
法
論
と
し
て
「
経

営
学
」
に
注
目
し
ま
し
た
。

―
そ
れ
で
Ｍ
Ｂ
Ａ
（
経
営
学

修
士
）
を
取
る
べ
く
、
1
年

間
イ
ン
ド
に
留
学
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
は
純
粋
な
ビ
ジ
ネ

ス
ス
ク
ー
ル
だ
っ
た
の
で
す

か
？

松
本　
そ
う
で
す
。
ハ
イ
デ

ラ
バ
ー
ド
と
い
う
南
イ
ン
ド

の
都
市
に
あ
っ
て
、
イ
ン
ド

人
の
多
い
学
校
で
し
た
が
、

お
坊
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
宗
教

系
の
人
間
も
私
だ
け
で
し

た
。
勉
強
が
大
変
で
、
学
期

末
く
ら
い
し
か
休
み
も
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
妻
と
当
時
１
歳
の
息
子
と
家
族
旅
行

を
し
た
の
が
よ
い
思
い
出
で
す
。

 

―
そ
し
て
帰
国
後
の
２
０
１
２
年
か
ら

「
未
来
の
住
職
塾
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
た

の
で
す
ね
。
宗
派
を
超
え
て
、
予
想
以
上

の
反
響
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
。

松
本　
は
い
。
年
間
５
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
、
最
終
的
に
は
自
坊
の
寺
業
計
画
書
を

発
表
す
る
と
こ
ろ
ま
で
や
り
ま
す
。
企
業

の
人
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
話
を
し
て
も

目
新
し
さ
は
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
、

お
坊
さ
ん
は
そ
う
い
う
も
の
に
触
れ
る
機

会
が
な
い
の
で
、
空
っ
ぽ
の
コ
ッ
プ
に
知

識
を
注
ぐ
感
じ
で
、
伸
び
し
ろ
が
大
き
い

で
す
。
意
識
が
変
わ
り
、
自
信
も
持
ち
ま

す
ね
。

　
一
人
ひ
と
り
を
見
れ
ば
、
お
寺
の
規
模

な
ど
の
境
遇
は
さ
ま
ざ
ま
で
も
、
こ
う
い

う
人
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
仏
教
界
を
つ

く
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
な
と
。
そ
の
可
能

性
は
大
き
く
感
じ
ま
す
。
や
は
り
、
意
識

が
高
く
て
、
い
ろ
い
ろ
活
動
し
て
い
る
仲

間
と
共
に
学
ぶ
こ
と
で
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

が
高
い
位
置
に
保
た
れ
ま
す
。

―
そ
れ
は
仏
教
界
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら

ゆ
る
面
で
い
え
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
塾
を
通
し
て
の
仲
間
づ
く
り
も
重
要

で
す
。

松
本　

実
際
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

今
、
日
本
に
は
30
万
人
の
僧
侶
が
い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
話
が
あ

い
、
問
題
意
識
が
重
な
る
人
が
ど
れ
だ
け

い
る
の
か
。

　
私
が
も
し
、
ど
こ
か
の
お
寺
の
後
を
継

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
な
っ
た

ら
、
や
は
り
大
変
な
思
い
を
す
る
で
し
ょ

う
。
お
寺
を
改
革
す
る
に
し
て
も
、
手
が

か
り
が
見
つ
か
ら
な
い
。
仲
間
も
い
な

い
。

　
仏
教
で
は
「
三
宝
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
仏
と
法
と
僧
が
３
つ
の
宝
だ
と

い
う
意
味
で
す
が
、
３
つ
目
の
僧
と
い
う

の
は
僧
侶
の
集
団
を
指
す
ん
で
す
ね
。

個
々
人
の
お
坊
さ
ん
を
敬
い
ま
し
ょ
う
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
同
じ
道
を
と
も
に

歩
む
仲
間
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。
仏
教
で
は
「
サ
ン
ガ
」

と
い
い
ま
す
が
、
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
い
う
か
、
磨
き
あ
う
仲
間
の
存
在
の
重

要
性
は
と
て
も
感
じ
ま
す
ね
。
「
未
来
の

　

未来の住職塾
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住
職
塾
」
を
通
じ
て
生
ま
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
、
今
後
の
お
寺
を
考
え
る
う
え
で

の
灯
火
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と

思
い
ま
す
。

お
寺
は
必
ず
し
も

変
わ
ら
な
く
て
い
い

―
た
だ
周
囲
を
見
る
と
、
ま
だ
ま
だ
古
い

形
を
維
持
し
続
け
る
お
寺
の
姿
が
目
に

つ
き
ま
す
。

松
本　
明
治
以
降
、
お
寺
の
ほ
と
ん
ど
は

世
襲
で
、
い
わ
ば
家
業
化
し
て
き
た
ん
で

す
ね
。
た
だ
私
は
世
襲
を
必
ず
し
も
悪
い

こ
と
と
は
思
っ
て
い
な
く
て
、
小
さ
い

頃
か
ら
檀
家
さ
ん
に
「
私
の
葬
式
は
あ

な
た
が
や
る
の
よ
」
と
言
わ
れ
て
育
つ
。

そ
こ
に
生
ま
れ
る
こ
と
も
、
ひ
と
つ
の
大

き
な
縁
な
の
で
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
受

け
と
め
て
、
「
じ
ゃ
あ
や
ろ
う
」
と
い
う

気
持
ち
を
固
め
る
と
い
う
や
り
方
も
あ

り
ま
す
。

　
た
だ
１
つ
言
え
る
の
は
、
私
の
よ
う
に

お
寺
の
跡
継
ぎ
で
な
い
者
が
僧
侶
に
な

る
ル
ー
ト
が
狭
い
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど

な
い
と
い
う
状
況
で
は
、
新
陳
代
謝
が
生

ま
れ
な
い
で
す
ね
。
お
寺
生
ま
れ
で
は
な

い
け
れ
ど
、
仏
教
の
こ
と
を
や
り
た
い
、

お
寺
に
か
か
わ
り
た
い
と
い
う
人
に
ど

ん
ど
ん
門
戸
を
開
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
世
襲
だ
か
ら
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
単
な
る
家

業
と
し
て
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
退
場

し
て
い
き
ま
す
し
、
ど
ん
な
縁
で
あ
れ
、

頑
張
っ
て
い
る
お
寺
は
残
っ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
に
「
自
分
こ
そ
、
や

り
た
い
」
と
思
う
人
が
入
っ
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
余
地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
お
寺
業
界

も
苦
し
い
時
期
で
す
が
、
た
ぶ
ん
必
要
な

時
間
な
の
で
し
ょ
う
。

―
お
寺
の
淘
汰
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

松
本　
お
坊
さ
ん
が
淘
汰
さ
れ
る
の
は

構
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
私
の
願
い

と
し
て
は
、
１
つ
で
も
多
く
の
寺
が
残
っ

て
ほ
し
い
ん
で
す
。
か
つ
て
の
私
は
、
社

会
の
変
化
に
伴
っ
て
、
お
寺
も
柔
軟
に
対

応
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
最
近
、
思
い
至
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
お
寺
と
い
う
の

は
、
必
ず
し
も
変
わ
ら
な
く
て
い
い
の
か

な
と
。
そ
う
い
う
と
誤
解
を
受
け
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
次
の
時
代
ま
で
と
に

か
く
残
る
」
こ
と
が
、
お
寺
の
存
在
意
義

の
重
要
な
部
分
を
構
成
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
の
で
す
。

―
旧
態
依
然
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て
？

松
本　
例
え
ば
、
こ
の
光
明
寺
と
い
う
場

所
は
江
戸
時
代
の
地
図
を
見
て
も
光
明

寺
で
す
。
光
明
寺
は
８
０
０
年
の
歴
史
が

あ
り
ま
す
が
、
江
戸
の
大
火
も
黒
船
も
明

治
維
新
も
見
て
き
た
。
一
切
は
過
ぎ
ゆ

く
と
い
う
、
人
間
の
あ
り
様
の
真
実
を

見
続
け
て
き
た
ん
で
す
。
日
々
、
ス
ピ
ー

ド
を
増
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
社
会

の
な
か
で
、
そ
れ
を
定
点
観
測
で
き
る
場

所
が
お
寺
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
確
か
に
、
諸
行
無
常
で
す
ね
。
す
べ
て

の
も
の
は
亡
び
て
い
く
こ
と
を
、
お
寺
に

来
る
と
か
え
っ
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

松
本　
そ
う
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
ん
で
す
ね
。
私
を
含
め
て
日
常
生

　

本堂前のくつろぎの空間「神谷町オープンテラス」
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活
を
振
り
返
る
と
、
本
当
は
も
う
ち
ょ
っ

と
地
に
足
を
つ
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
、
簡
単
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
し

て
い
る
気
が
し
ま
す
。
子
ど
も
の
教
育
も

そ
う
で
す
し
、
年
金
と
か
社
会
保
障
の
仕

組
み
も
手
厚
く
な
り
、
便
利
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
絶
対
の
も
の
で

は
な
い
。
ど
こ
か
ら
か
湧
い
て
く
る
も
の

で
も
な
い
し
、
だ
れ
か
が
与
え
て
く
れ
る

も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
前
提
に
立
た
な

い
と
、
こ
の
社
会
の
方
向
性
が
失
わ
れ
て

い
く
よ
う
な
危
機
感
が
あ
り
ま
す
。

で
す
。
先
祖
供
養
も
、
そ
れ
を
確
か
め

る
ひ
と
つ
の
か
た
ち
で
す
ね
。
ま
っ
さ
ら

な
と
こ
ろ
に
完
全
に
自
由
な
状
態
で
立
っ

て
い
る
人
な
ど
ど
こ
に
も
い
な
い
。
何
で

も
「
自
己
責
任
」
と
い
わ
れ
る
時
代
で
す

が
、
結
局
、
本
当
の
意
味
で
自
分
だ
け
が

決
め
た
こ
と
、
自
分
だ
け
に
責
任
が
あ
る

こ
と
な
ど
な
に
も
な
い
。
仏
教
で
「
縁

起
」
と
い
い
ま
す
が
、
す
べ
て
の
存
在
は

相
依
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
自
分
の
存
在
を
確
か
め
る

場
と
し
て
、
お
寺
が
変
わ
ら
な
い
姿
で
あ

り
続
け
て
ほ
し
い
で
す
。
同
様
に
、
古
典

と
い
わ
れ
る
ま
で
に
多
く
の
人
に
踏
み
固

め
ら
れ
て
き
た
仏
教
と
い
う
思
想
が
、
も

の
ご
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
と
き
の
定

点
に
な
る
と
も
思
う
の
で
す
。

仏
教
の
価
値
観
で

世
俗
に
影
響
を
与
え
る

―
松
本
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、

お
葬
式
の
と
き
に
だ
け
現
れ
て
、
お
経
を

唱
え
て
く
れ
る
お
寺
さ
ん
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
か
ら
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
姿
が
浮
か

　
み
ん
な
に
根
っ
こ
が
な
い
な
か
で
、
事

態
が
進
行
し
て
い
く
。
民
主
主
義
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
な
が
ら
、
根
っ
こ
の
部

分
が
非
常
に
弱
く
な
っ
て
い
る
の
か
な
と

思
う
の
で
す
。

―
本
来
、
根
っ
こ
は
一
人
ひ
と
り
の
暮
ら

し
の
な
か
に
あ
る
も
の
で
す
ね
。

松
本　
自
分
が
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る

の
か
、
何
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
押

し
流
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、
と
り

あ
え
ず
生
活
で
き
て
い
る
か
ら
い
い
や
と

か
、
給
料
が
上
が
っ
た
か
ら
い
い
や
と
埋

没
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
根
っ
こ
が
あ
る
よ
う
で
実
は
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

―
そ
う
す
る
と
今
の
時
代
、
み
ん
な
が
漂

流
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

松
本　
根
っ
こ
が
何
で
で
き
て
い
る
の

か
と
考
え
た
時
、
１
つ
は
命
の
繋
が
り

ん
で
き
ま
す
。

松
本
　
「
葬
式
仏
教
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
私
自
身
、

お
寺
が
葬
式
を
や
る
と
い
う
の
は
、
と
て

も
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

人
間
は
他
人
の
死
を
通
じ
て
し
か

「
死
」
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

肉
親
や
親
し
い
人
の
死
に
出
会
い
、
葬
式

を
執
り
行
う
と
い
う
の
は
、
死
に
向
き
合

う
機
会
と
し
て
、
す
ご
く
重
要
で
す
し
、

そ
の
時
、
故
人
と
普
段
か
ら
付
き
合
い
の

あ
る
住
職
が
何
か
話
す
だ
け
で
、
感
じ
る

も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ー
身
近
な
人
が
亡
く
な
っ
た
時
、
自
分
の

人
生
を
振
り
返
っ
た
り
、
こ
の
ま
ま
で
い

い
の
か
と
考
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

根
っ
こ
に
つ
い
て
考
え
る
、
よ
い
契
機
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

松
本
　
皆
さ
ん
は
人
と
し
て
生
き
て
き

て
、
自
分
の
生
き
て
き
た
証
を
何
か
に
残

し
た
い
、
永
続
性
に
繋
が
り
た
い
と
い
う
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感
覚
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
、
１

つ
の
定
点
と
し
て
、
お
寺
に
は
墓
が
あ

り
、
故
人
と
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
住
職

が
い
る
。
今
は
家
族
の
形
が
崩
れ
て
き

て
、
家
そ
の
も
の
は
永
続
性
の
物
語
を
担

え
な
く
な
っ
て
き
た
な
か
で
、
こ
れ
か
ら

は
お
寺
が
も
う
ち
ょ
っ
と
積
極
的
に
、
い

ろ
い
ろ
な
人
の
永
続
性
を
受
け
と
め
る
。

そ
し
て
記
憶
の
伝
承
者
と
い
う
役
割
も

担
っ
て
い
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
松
本
さ
ん
は
、
た
く
さ
ん
の
若
手
僧
侶

と
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
役
割
を
自
覚
し
て
い
る
住
職
も
増
え

て
い
ま
す
か
？

松
本　
お
寺
に
生
ま
れ
て
、
み
ん
な
か
ら

後
を
継
い
で
く
れ
と
期
待
さ
れ
る
な
か

で
、
す
べ
て
の
住
職
が
全
員
、
仏
教
に
深

く
興
味
を
持
つ
か
と
い
う
と
、
向
き
不
向

き
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
お
経
が
へ
た
な
人

が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も

や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
や
れ
る
な
り
に

や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
な
か
で
「
絶
対
に

自
分
の
代
で
終
わ
ら
せ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
」
と
い
う
意
識
は
高
い
で
す
。

―
必
ず
次
に
繋
ぐ
の
だ
と
い
う
決
意
で
す

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
今
こ
そ
仏

教
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
す
る
チ
ャ
ン
ス

な
ん
で
す
。

―
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
宗
教
の
役
割
と

は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？　

松
本　
こ
れ
だ
け
経
済
が
発
達
し
、
お
金

が
ほ
と
ん
ど
言
語
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

世
界
で
、
宗
教
は
娑
婆
の
外
側
の
価
値
観

を
持
ち
続
け
る
。
そ
の
こ
と
自
体
が
宗
教

の
存
在
意
義
だ
と
思
う
の
で
す
。

　
と
は
い
え
、
経
済
社
会
の
枠
組
み
の
な

か
に
い
ま
す
か
ら
、
当
然
、
私
の
取
り
く

ん
で
い
る
事
業
も
赤
字
ば
か
り
で
は
続
か

な
い
。
絶
対
に
継
続
す
る
べ
く
工
夫
を
す

る
わ
け
で
す
が
、
一
方
で
根
底
の
と
こ
ろ

に
あ
る
価
値
観
は
、
常
に
こ
の
世
界
の
外

側
で
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

―
娑
婆
の
外
側
に
い
て
、
内
側
の
仕
組
み

の
な
か
で
も
き
ち
っ
と
役
割
を
は
た
す
。

そ
の
両
方
を
担
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

松
本　
そ
も
そ
も
出
家
と
い
う
存
在
も
、

そ
う
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
ん
で
す
。
一

般
的
に
出
家
と
い
う
と
、
人
里
離
れ
た
山

ね
。

松
本　
そ
う
で
す
ね
。
次
へ
繋
ご
う
と
い

う
意
思
の
強
さ
は
、
本
当
に
頭
が
下
が
り

ま
す
。
檀
家
さ
ん
も
そ
う
い
う
意
識
が

あ
っ
て
、
「
今
の
住
職
は
イ
マ
イ
チ
だ
け

ど
、
ま
あ
二
、
三
代
は
こ
う
い
う
の
が
続

い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
く
ら
い

の
時
間
軸
で
考
え
る
。
最
近
は
な
か
な
か

そ
こ
ま
で
気
長
に
は
見
て
く
れ
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
寺
を
潰
さ
ず
、
必

ず
次
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
部
分
だ
け
で
も

き
っ
ち
り
や
り
き
れ
ば
、
そ
れ
は
一
人
の

住
職
と
し
て
、
立
派
な
仕
事
を
し
た
と

い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
た
だ
、
今
後
は
檀
家
も
減
っ
て
い
き
、

家
の
あ
り
方
も
変
わ
り
ま
す
。
お
寺
が
ど

う
開
い
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要

に
な
り
ま
す
ね
。

松
本　
今
ま
で
は
仏
教
寺
院
と
い
い
な
が

ら
、
実
際
に
や
っ
て
い
る
中
身
は
先
祖
教

だ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
今
、

お
寺
に
来
て
く
れ
る
人
が
求
め
て
い
る
こ

と
は
先
祖
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
の

若
い
人
た
ち
に
は
宗
教
的
感
性
が
あ
る
と

思
い
ま
す
し
、
私
た
ち
も
宗
教
性
を
高
め

奥
で
孤
独
に
修
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
世
俗
の
価
値
観
と
は
別
の
、
仏
教
な

ら
、
仏
教
の
価
値
観
で
生
き
な
が
ら
、
世

俗
に
よ
い
影
響
を
与
え
続
け
る
と
い
う
の

が
出
家
で
す
。
決
し
て
世
捨
て
人
で
は
な

い
ん
で
す
。

　
今
は
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の

お
寺
は
、
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す
よ
。
で
も
そ
の
変
わ
っ
て
く
方
向
は

い
い
方
向
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
し
。

も
し
い
い
方
向
に
い
く
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
大
き
な
社
会
の
力
に
も
な
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
僧
侶
と
し
て
、
ま
た
経
営
と
い
う
視
点

で
、
お
寺
を
客
観
的
に
見
る
と
い
う
複
眼

で
捉
え
る
松
本
さ
ん
の
使
命
は
大
き
い
で

す
ね
。

　
こ
れ
か
ら
の
伝
道
師
と
し
て
の
ご
活
躍

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

公
益
社
団
法
人
日
本
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
協
会

                               

理
事
長 

髙
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子
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