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と
共
生

　

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
、
コ
ロ

ナ
禍
が
起
こ
っ
て
か
ら
、「
利
他
」

と
い
う
言
葉
が
国
の
内
外
に
よ
く

聞
か
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
伝
教
大
師
さ
ま
が
、「
山
家

学
生
式
」
の
中
で
、「
悪
事
を
己

に
向
か
え
、
幸
事
を
他
に
與
え
、

己
を
忘
れ
て
他
を
利
す
る
は
、
慈

悲
の
極
み
な
り
。」
と
仰
る
こ
と

に
相
通
じ
る
も
の
で
、「
忘
己
利

他
」
の
標
語
を
皆
様
も
よ
く
ご
存

じ
で
し
ょ
う
。

ま
だ
足
り
な
い
の
で
、
眷
属
の
二

十
八
部
衆
が
ひ
か
え
て
お
ら
れ
ま

す
。
利
他
と
い
う
行
為
そ
の
も
の

が
観
音
様
の
慈
悲
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

　

共
生
は
、
衆
生
と
し
て
生
き
と

し
生
け
る
す
べ
て
の
も
の
が
利
他

行
と
し
て
共
に
生
き
、
互
い
に
生

か
さ
れ
生
か
す
世
界
が
法
界
、
す

な
わ
ち
仏
界
で
あ
り
、『
死
は
利

他
的
行
為
』と
は
仏
教
で
言
う「
生

死
一
如
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。合

掌

慈
悲
の
極
み
な
り
」
こ
の
言
葉
は

観
音
様
の
我
々
に
対
す
る
お
は
た

ら
き
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
な
ら
ば
「
利
他
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
あ
る
僧
は
、「
他
者

の
利
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
で

あ
り
、
分
か
ち
合
う
こ
と
。
自
分

以
外
の
存
在
に
目
を
向
け
、
苦
し

み
や
悲
し
み
に
共
感
し
、
と
も
に

歩
む
こ
と
が
利
他
の
行
為
で
す
。」

と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

十
一
面
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩

の
『
十
一
面
』
は
、
自
分
以
外
の

存
在
に
目
を
向
け
て
人
々
の
苦
し

み
や
悲
し
み
に
共
感
す
る
こ
と
を

意
味
し
、
観
音
様
の
「
大
悲
」
を

表
し
ま
す
の
で
、
納
経
帳
の
御
朱

印
に
は
「
大
悲
殿
」
と
お
書
き
し

ま
す
。
こ
れ
は
、
参
拝
さ
れ
た
方

が
「
観
音
様
を
し
っ
か
り
拝
み
ま

し
た
。
観
音
様
に
し
っ
か
り
見
て

頂
き
ま
し
た
。」
と
い
う
証
明
書

で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
々
に

手
を
差
し
伸
べ
て
大
慈
を
授
け
ら

れ
る
の
が
千
手
千
眼
観
音
の
「
御

手
」
で
あ
り
ま
す
。
千
の
手
で
は

　
「
二
十
一
世
紀
の
知
の
巨
人
」

と
言
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
、
イ
ア

ン
・
ブ
レ
マ
ー
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン

ス
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
タ
リ
と
言
っ

た
人
た
ち
が
経
済
概
念
の
中
で

「
利
他
」
を
と
な
え
て
い
ま
す
が
、

生
物
学
者
の
福
岡
伸
一
氏
も
ま

た
、「
生
物
は
利
他
的
共
生
で
進

化
す
る
。」、「
細
胞
は
利
他
的
共

生
、
死
は
利
他
的
行
為
」
な
ど
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
己
を
忘
れ
て
他
を
利
す
る
は

天
台
宗

御
本
尊
／
十
一
面
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩　

開
基
／
行
満
上
人


