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真
宗
学

の
将
来
的
な
使
命
は
、
技
術
文
明
の
末
期
的
状
況
の
中
で
、

地
球
人
類

の
創
造
的
展
開
を
促
進
さ
せ
る
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現

存
の
学
問
形
態
の
相
対
化
と
、
学
際
的
学
問
の
志
向
が
属
望
さ
れ
る
。

そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
親
驚
浄
土
教
の
本
質
を
釈
尊

の
正
覚
に
淵
源

す
る
営
為
が
必
須
と
な
ろ
う
。
当
論
考
は
、
「
阿
弥
陀
仏
か
ら
み

た

釈

尊
の
位
置
付
け
」
と

「
釈
尊
か
ら
み
た
阿
弥
陀
仏
の
位
置
付
け
」
と
い

う
両
問
題

の
個
人
的
宗
教
体
験
に
お
け
る
有
機
的
綜
合
、

つ
ま
り
、
阿

弥
陀
仏
と
釈
尊
の
新
た
な
建
設
的
関
係
性
を
模
索
し
、
超
越
的
契
機
が

疑
問
符
と
化
し
た
宗
教
不
在

の
時
代
に
、
求
道
と
伝
道
が
相
即
し
た
真

の
真
宗

《
教
学
》
を
樹
立
す
る

一
助
と
し
た
い
。

仏
教
の
歴
史
は
、
求
道
者
が
真
実
の
自
己
実
現
を
達
成
し
た
諸
仏
出

現
の
歴
史

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
釈
尊
に
お
け
る

「
仏
陀
」
(真
理
の
人
格

的
活
動
相
)
の
自
覚
を
基
点
と
す
る
。
法
は
仏
陀
を
創
出
し
、
仏
陀
の
歴

史
が
法

の
歴
史

(道
)
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
性

に
お
い
て
は
、
仏
陀

の
人
格
に
対
す
る
傾
倒
が
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
を

占
め
る
。

仏
教
研
究
に
お
け
る
仏
陀
観
に
は
、
釈
尊
の
成
道
体
験
を
基
盤
と
す

る

「
歴
史
的
仏
陀
観
」
と
、
『
歎
異
抄
』

の
親
鷲

の
言
説
に
代
表

さ

れ

る

「
超
歴
史
的
仏
陀
観
」
の
二
種
が
あ
る
。
過
去
の
真
宗
学
は
、
後
者

に
立
脚
し
た
研
究
が
中
心
で
あ
り
、
初
期
浄
土
教
か
ら
の
主
体
的
な
課

題
で
あ

っ
た
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊

の
関
係
性
と
い
う
両
者
の
接
点
の
探
求

が
忘
却
さ
れ
、
特
に
釈
尊

の
存
在
が
軽
視
さ
れ

る
傾
向
が
濃
厚
で
あ

っ

た
。
前
者

の
立
場
を
踏
襲
し
な
い
研
究
は
、
偏
狭
な
宗
派
的
ド
グ

マ
で

し
か
な
い
。
両
者

の
綜
合
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
、
歴
史
性

・
超
歴
史

性
を
両
立
さ
せ
る
二
重
性
こ
そ
仏
陀
の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
の

解
明
は
大
乗
仏
教

の
究
尭
を
標
樗
す
る
真
宗
学
徒
の
永
遠
の
課
題
で
も

あ
る
。

釈
尊
に
面
授
し
た
説

一
切
有
部

の
人

々
は
、
彼
に
絶
対
無
限
な
る
尊

崇
の
念
を
抱
い
て
は
い
た
が
、

そ
れ
は
絶
対
者

に
対
す
る
畏
敬
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
偏

に
人
間
と
し
て
の
偉
大
な
先
駆
者
に
対
す
る
尊

敬
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
釈
尊
滅
後
の
直
接
的
な
接
触
が
な
い
大
衆
部

の
人
々
は
、
釈
尊
と
の
時
間
的
空
間
的
隔
絶
感

の
増
幅
に
よ

っ
て
、
釈
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尊

に
代
わ
る
具
体
的
な
仏
と
の
接
触
を
要
求
し
、
次
第
に
神
格
化

・
理

想
化
し
た
新
た
な
仏
陀
像
を
再
現
し
た
。
そ
し
て
過
去
仏
思
想
が
、
法

の
常
住
を
信
ず
る
者
の
傍
証
的
要
請
、

つ
ま
り
、
師
資
相
承
に
よ
る
教

法

の
伝
持
の
願
望
か
ら
生
ま
れ
た
。
『無
量
寿
経
』
に
お
い
て

も
、
阿

弥
陀
仏
と
釈
尊

の
関
係
は
、
過
去
仏

(世
自
在
王
仏

・
燃
燈
仏
)
を
媒
介

と
し
て
連
続
的
に
結
合
し
て
お
り
、
互
い
に
対
応

・
呼
応

関

係

に
あ

る
。

つ
ま
り
、
釈
尊
は
阿
弥
陀
仏
を
通
し
て
真
実
の
意
義

が

与

え

ら

れ
、
阿
弥
陀
仏
は
釈
尊

の
正
覚

に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た
と
い
う
関
係
で

あ
る
。
同
様
に
、
釈
尊
神
格
化

の
過
程
で
登
場
し
た
の
が
、
菩
薩
思
想

で
あ

っ
た
。
釈
尊
伝

の
中
に
菩
薩
思
想
が
、
菩
薩
思
想
の
中
に
釈
尊
伝

が
見
ら
れ
、
両
者
は
密
接
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
乗

仏
教
運
動
を
担
う
人

々
が
、
仏
伝
に
散
見
す
る

「
菩
薩
」
な
る
概
念
を

自
ら
の
内

に
吸
収

・
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
乗
の
菩
薩
思
想
が

生
成

・
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
釈
尊

は
菩
薩

の
あ
る
べ
き

理
想
像
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
菩
薩
思
想
を
根
底
に
据
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊
は
基
盤
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
更

に
、
阿
弥
陀
仏
の
原
語
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、

ア
ミ
タ
ー

ユ
ス
・
ア

ミ
タ
ー
バ
と
は
、
釈
尊
と
別
個
の
仏
を
指
す
の
で
は
な
く
、
釈
尊
を
異

な

っ
た
両
面
か
ら
眺
め
た
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ア
ミ
タ
ー
ユ

ス
は
寿
命

の
永
遠
性
と
い
う
面
か
ら
、
ア
ミ
タ
ー
バ
は
光
明
の
普
遍
性

と
い
う
面
か
ら
釈
尊

の
真
実
の
姿
を
再
現
し
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
、

時
間
的
無
限
者
と
し
て
の
仏
、
後
者
は
空
間
的
無
限
者
と
し
て
の
仏
を

表
徴
し
て
い
る
。
即
ち
、

阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
釈
尊

(具

体
的
人
格
)
を
透
過
し
て
、
歴
史
を
超
越
し
た
永
遠
な
る
、
「法
」
(道
)
を

推
求
し
た
結
果
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
徒
は
、
真
仏
の
自
己

実
現
を
各
自
の
究
極
目
的
と
し
た
が
、

い
ず
れ
も
求
道
者
釈
尊
に
対
す

る
追
慕
の
念
を
根
底
に
置
い
て
、
そ

の
具
体
的
な
姿
に
即
し
て
人
格
的

に
真
仏
を
表
現
し
つ
つ
、
更
に
そ
の
表
現
を
超
越
し
た
「
法
」
(さ
と
り
)

そ
の
も
の
の
獲
得
を
志
向
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
行
を
中

核

に

し
た
仏
道
」
と
い
う
釈
尊

の
原
点

へ
の
復
帰
運
動
の
意
義

を

も

有

し

た
。
法
蔵
菩
薩
説
話
の
原
初
態
は
、
単
に
釈
尊

の
伝
記
の
潤
色
に
留
ま

ら
ず
、
そ
の
真
精
神
、

つ
ま
り
、
釈
尊

の
本
来
性
と
、
出
家
教
団
で
あ

る
部
派
の
釈
尊
観
に
対
す
る
抗
議
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
成
り
立

っ
て

い
た
。
『
無
量
寿
経
』
は
、
釈
尊

の
本
源
性
、

つ
ま
り
、
仏
陀

の
本
質

の
根
源
性
を
明
確
に
す
る
意
図
で
、
法
を
自
覚
し
た
者
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
、
釈
尊
の
真
な
る
姿
=
大

乗

の
菩
薩

の
理
想
像
と
し
て
阿
弥
陀
仏

を
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
徒

の
宗
教
改
革
運
動
と
し
て
の
仏

陀
観
の
究
極
的
な
解
答

の
一
つ
が
、
釈
尊
と
阿
弥
陀
仏
の
密
接
な
関
連

性
と
し
て
結
実
し
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
を
継
承
し
た
親
鷲
に
よ
る
釈
尊
観

の
基
底
的
視
座

は
、
「弥

陀

の
願
心
」
を
歴
史
的
現
実
社
会
に
弁
証
し
た
人
物
と
い
う
点
に
あ
り
、

そ
の
特
色
は
、
人
格
依
存
の
完
全
な
る
超
克
と
、
永
眠
思
想
か
ら
の
全

き
解
放
に
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
観
の
根
本
的
立
場
は
、
具
体
性

(内
在
的
超
越
)
と
永
遠
性

(超
越
的
内
在
)
を
統
合
し
、
本
来

は
他

土
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仏
で
あ

っ
た
阿
弥
陀
仏
を
、
現
実
内
在
の
仏
陀
ま
で
深
め
た
こ
と
に
あ

り
、
そ
れ

は
、
仏
陀
観

・
仏
身
観
の
究
極
的
な

発
展
形
態

で
も

あ

っ

た
。
親
驚

は
、
阿
弥
陀
仏
と
釈
尊

の
関
係
を
、
両
者
二
尊
を
別
立
す
る

見
地
か
ら
は
、
阿
弥
陀
仏
と
は
彼
土
成
仏
の
仏
で
あ
り
、
釈
尊
と
は
此

土
成
仏

の
仏
で
あ
る
と
把
捉
し
て
、
両
者
が
彼
此
に
呼
応
し
て
衆
生
を

発
遣
招
喚

し
、
ま
た
慈
悲

の
父
母
と
し
て
衆
生
を
調
熟

・
摂
取
す
る
と

し
た
。
ま
た
、
両
者
二
尊
を
統
合
す
る
理
解
で
は
、
釈
尊
を
中
心
と
す

る
見
地
か
ら
は
、
釈
尊
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
は
開
示
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
と
は
釈
尊

に
よ

っ
て
命
名
さ
れ
た
と
い
う
論
理
を

も
っ
て
両
者
を
統

一
す
る
発
想
と
、
ま
た
そ

の
逆
に
、
阿
弥
陀
仏
を
中

心
と
す
る
見
地
か
ら
は
、
彼
土
な
る
阿
弥
陀
仏
が
、
此
土
世
俗
に
応
現

し
た
の
が
釈
尊
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
り
、
よ
り
徹
底
的
に
は
、
釈

尊
と
は
阿
弥
陀
仏
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
釈
尊
を
直
ち
に
阿
弥
陀
仏

に
重
層
統

一
す
る
理
解
す
ら
あ
る
。
結
論
的
に
は
、
親
鷲

に
お
け
る
阿

弥
陀
仏
と
釈
尊
の
関
係
と
は
、
親
驚
自
身
の
仏
陀
観

(具
体
的
な
仏
陀
の

探
究
)
と
、
仏
身

観

(
一
仏
に
お
け
る
永
遠
身
と
現
実
身
と
の
関
係
)
の
双

方

の
統
合

で
あ

っ
た
。

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
教
学
の
当
為
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
と
釈

尊

の
関
係
性
を
検
討
す
る
と
、
阿
弥
陀
仏
も
釈
尊
も
共
に
仏
道
を
行
ず

る
求
道
者

の
根
源
的
主
体
性
に
お
い
て
は
、
自
己
存
在
と
即

一
す
る
関

係
を
有
す

る
必
然
性
が
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
関
し
て
言
え
ぽ
、
阿
弥
陀

仏
と
衆
生
と
が
、

両
者
に
お
け
る
悟
り
と
救
い
と
の
絶
対
否
定
的
相
互

媒
介
を
通
し
て
歴
史
的
弁
証
法
的
に
展
開
し
て
き
た
の
が
、
阿
弥
陀
仏

の
救
済
史
即
衆
生
の
成
仏
史
で
あ
り
、
衆
生

の
救
済
史
即
阿
弥
陀
仏

の

成
仏
史
だ
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
に
関
し
て
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
釈
尊

の
正
覚
の
体
験
に
根
差
し
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
歴
史
的
人
格
と
し
て

の
釈
尊
の
正
覚
内
容
の
推
求

・
内
観
を
通
じ
て
こ
そ
自
己
の
阿
弥
陀
仏

成
仏
の
可
能
性
も
開
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
両
者

一
体
で

あ
り
、
相
即
し
て
い
る
。
従
来

の
伝
統
的
宗
学

の
如
く
、
阿
弥
陀
仏
を

二
元
論
的
な
絶
対
的
救
済
者
と
見
倣
し
、
釈
尊

は
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
救

済
法
を
宣
説
し
た
人
物
と
の
み
把
捉
す
る
態
度

は
、
大
乗
仏
教
運
動
の

基
本
的
理
念
で
あ
る

「真

の
仏
陀
像

の
再
現
」
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
か
か
る
理
解
が
、

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
喪
失
し
た

「
釈
尊
観
」
と

観
念
的
な

「
阿
弥
陀
仏
観
」
の
蔓
延
を
許
容
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
阿

弥
陀
仏
と
釈
尊

の
関
係
性
を
教
学
の
中

に
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
釈
尊

を
阿
弥
陀
仏
の
根
源
態
で
あ
る
と
同
時

に
、
阿
弥
陀
仏
そ
の
も

の
で
も

あ
り
、
永
遠
不
滅

の
真
理
を
体
得
し
た
覚
者
仏
陀
で
あ
る
と
同
時
に
、

仏
道
の
途
上
に
お
け
る
衆
生

の
モ
デ
ル
、
つ
ま
り
、

一
人
の
人
間
と
し

て
真
理
の
探
究
に
遽
進
す
る

「
信
心
の
行
者
」

の
理
想
的
具
現
者
と
見

倣
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
仏
道
を
歩
む
自
己
の
上
に
阿
弥

陀
仏
の
永
遠
性
(法
の
常
住
性
)
と
釈
尊

の
具
体
性

(仏
の
歴
史
性
)
を
統
合

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
真

の
人
間
成
就

の
道
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
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