
「教化学研究４」2013. 3 6

震
災
天
罰
論
を
め
ぐ
っ
て

岩
　
田
　
親
　
靜

１
、
問
題
の
所
在

　
昨
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
が
被
害
を
被
っ
て
い
る
。
震
災
が
直
接
も
し
く
は
間
接
の
理
由
と
な
り
、

生
活
に
支
障
が
起
き
た
り
し
て
い
る
方
々
は
今
で
も
多
数
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
、
石
原
慎
太
郎
東
京
都
知
事
の
「
天
罰
」
発
言
は
、
多
く
の
人
々
の
感
情
に
良
き
に
せ
よ
悪
し
き
に
せ
よ
印

象
深
い
も
の
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
「
天
罰
」
の
言
葉
は
、
多
く
の
論
争
の
種
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
二
〇
一
二
年
一
〇

月
一
日
朝
日
新
聞
夕
刊
に
「
大
震
災
は
「
天
罰
」
な
の
か

　
災
厄
の
捉
え
方
、
宗
教
家
ら
議
論
」
と
い
っ
た
記
事
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、「
天
罰
論
」
を
検
討
す
る
た
め
に
、
島
田
裕
巳
氏
の
「
東
日
本
大
震
災
は
天
罰
か
？
」（「
サ
ン
ガ
ジ
ャ
パ
ン
」
第
六
号

　
二

〇
一
一
年
夏
号
「
震
災
と
祈
り
」）
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
日
蓮
は
、
こ
の
地
震
（
引
用
者
註
。
正
嘉
の
大
地
震
）
の
三
年
後
に
鎌
倉
幕
府
の
前
の
執
権
で
あ
っ
た
北
条
時
頼
に
対
し
て
、『
立

正
安
国
論
』
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
は
、
地
震
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
を
襲
っ
た
暴
風
雨
や
飢
饉
、
疫
病
な
ど
が

発
生
し
て
い
る
原
因
を
、
正
し
い
仏
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
日
蓮
が
考
え
る
法
然
念
仏
宗
な
ど
が
巷
に
跋
扈
す
る
の
が
許
さ
れ
て
い

る
点
に
求
め
た
。
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　（
中
略
）

　
石
原
都
知
事
の
日
蓮
へ
の
関
心
が
、
震
災
を
天
罰
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
中
世
的
な
災
害
観
で
あ
り
、
と
て
も
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。
災
害
を
天
罰
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
被
災
者

は
天
罰
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
を
し
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
被
災
者
の
苦
難
を
増
す
こ
と
に
し
か
つ
な

が
ら
な
い
。
激
し
い
非
難
が
巻
き
起
こ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
、
私
た
ち
は
、
安
易
に
災
害
に
天
罰
と
し
て
の
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と

を
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
八
八
〜
八
九
頁
）

　
こ
の
上
記
の
指
摘
は
二
つ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
点
は
中
世
的
な
災
害
観
を
現
代
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
「
災
害
を
天
罰
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
被
災
者
は
天
罰
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し

い
振
る
舞
い
を
し
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
振
る
舞
い
」
は
行
為
・
作
用
で
あ
る
か
ら
、

仏
教
で
い
う
業
と
も
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
業
と
天
罰
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
前
提
と
し
て
、
天
罰
論
発
生
の
原
因
と
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
『
立
正
安
国
論
』
撰
述
前
後
（
文
応
元
年
前
後
）
に
絞
っ
て
論

じ
た
い
。
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
の
『
立
正
安
国
論
』
の
位
置
づ
け
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
如
き
指
摘
が
存
在
す
る
。

　
実
は
『
立
正
安
国
論
』
と
い
う
書
物
も
勘
文
と
し
て
出
発
さ
れ
た
も
の
が
、
ま
さ
に
予
言
の
書
と
し
て
ハ
ッ
キ
リ
と
変
わ
っ
て
い
く

の
で
す
ね
。『
立
正
安
国
論
』
は
正
嘉
の
大
地
震
に
始
ま
っ
て
次
々
と
起
こ
る
マ
イ
ナ
ス
的
な
災
異
現
象
。
不
幸
な
出
来
事
が
、「
従
地

涌
出
品
」
で
の
大
地
か
ら
地
涌
の
菩
薩
の
涌
現
や
「
見
宝
塔
品
」
の
此
土
の
六
瑞
や
他
土
の
六
瑞
な
ど
と
い
う
瑞
相
に
変
わ
り
ま
す
。

（
北
川
前
肇
「
私
の
『
立
正
安
国
論
』
の
読
み
方
」（
連
続
講
演
記
録
「『
立
正
安
国
論
』
を
い
か
に
読
む
か
」
六
九
頁
下
）
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す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、『
立
正
安
国
論
』
を
予
言
書
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
や
地
震
を
瑞
相
と
す
る
こ
と
は
問
題
と
せ
ず
、『
立
正
安

国
論
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
撰
述
前
後
の
『
災
難
退
治
抄
』『
災
難
興
起
由
来
』
と
い
っ
た
書
物
を
中
心
に
考
え
て
い
く
。

２
、
中
世
的
な
災
害
観
を
現
代
に
お
い
て
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
か

　『
立
正
安
国
論
』
の
中
世
的
災
害
観
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
弘
夫
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
│
中
世
神
仏
交
渉
史
の
変
貌
│
』（
二
〇
〇
〇
年
　

法
蔵
館
）
の
「
第
五
章
　
日
本
を
棄
て
去
る
神
」
に
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
明
恵
房
高
弁
『
摧
邪
輪
』
に
触
れ
「
邪
法

の
流
通
↓
正
法
の
衰
微
↓
善
神
捨
国
↓
災
害
発
生
と
い
う
図
式
で
あ
る
が
、『
立
正
安
国
論
』
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」（
一
八
一

頁
）、「『
摧
邪
輪
』
の
い
う
「
邪
法
」
と
は
法
然
の
専
修
念
仏
を
さ
し
て
い
る
」（
一
八
一
頁
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
善
神

捨
国
の
考
え
方
は
日
蓮
聖
人
独
特
の
も
の
で
な
く
、
文
献
上
、
平
安
時
代
以
前
に
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、「
そ
の
発
想
方
法
は
宗

教
者
の
世
界
を
越
え
て
、
広
く
世
俗
社
会
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
」（
一
八
三
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
結
論
と

し
て
「
国
土
の
災
難
が
守
護
の
善
神
の
不
在
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
中
世
に
は
広
く
一
般
化
し
て
い
た
状
況
を
窺
う
こ
と
は

で
き
る
で
ろ
う
。
日
蓮
の
『
立
正
安
国
論
』
の
有
名
な
「
善
神
捨
国
」
も
こ
う
し
た
思
想
状
況
を
ふ
ま
え
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。」（
一
八
三
頁
）
と
、
述
べ
て
い
る
。

　
正
木
晃
『
仏
教
に
で
き
る
こ
と
』（
二
〇
〇
七
年

　
大
法
輪
閣
）
に
は
下
記
の
よ
う
な
提
言
が
あ
る
。

　「
ブ
ッ
タ
に
返
れ
」
と
か
「
祖
師
に
返
れ
」
と
い
う
主
張
と
実
践
そ
の
も
の
は
は
な
は
だ
正
当
で
あ
る
。（
中
略
）
た
だ
し
、
ブ
ッ

タ
や
祖
師
た
ち
が
い
き
て
い
た
時
代
の
状
況
や
環
境
を
十
二
分
に
考
慮
し
て
は
じ
め
て
、
ブ
ッ
タ
や
祖
師
た
ち
の
真
意
が
わ
か
る
と

い
う
点
は
、
強
く
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。
ご
く
ご
く
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、「
も
し
、
現
代
に
ブ
ッ
タ
や
祖
師
が
生
き
て
お
ら

れ
た
ら
、
ど
う
考
え
、
ど
う
行
動
す
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
設
問
な
く
し
て
は
、
仏
教
は
そ
の
宗
教
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
単

な
る
哲
学
や
思
想
に
堕
し
て
し
ま
う
。（
三
〇
二
頁
）
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正
木
氏
の
指
摘
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
日
蓮
聖
人
が
生
き
て
い
た
時
代
の
状
況
や
環
境
を
考
え
た
上
で
、
現
代
に
お
い
て
我
々
は

『
立
正
安
国
論
』
の
災
害
観
を
ど
う
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
現
代
に
日
蓮
聖
人
が
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
、
ど
う

考
え
、
発
言
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
田
村
芳
郎
『
日
蓮
　
殉
教
の
如
来
使
』（
一
九
七
五
年
　
日
本
放
送
出
版
協
会
）
で
は
次
の
よ
う
な
考
え
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
現
代
か
ら
す
れ
ば
、
天
災
地
変
は
自
然
現
象
で
あ
っ
て
、
ま
ち
が
っ
た
道
理
や
理
念
が
影
響
し
て
天
災
地
変
が
お
き
た
と
の
考
え
は
、

き
わ
め
て
非
科
学
的
で
あ
り
、
ま
た
、
経
典
の
み
な
ら
ず
当
時
の
一
般
書
に
も
、
日
蝕
や
月
蝕
の
ご
と
き
も
の
ま
で
、
不
吉
な
現
象
と

し
て
災
厄
の
中
に
数
え
い
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
人
に
い
た
だ
け
な
い
考
え
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
を

歴
史
的
に
記
録
し
た
も
の
を
見
て
み
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
社
会
動
乱
期
に
、
多
く
天
災
地
変
が
記
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
天
災
地
変
に
よ
る
災
害
は
、
単
な
る
自
然
発
生
的
な
も
の
で
な
く
、

人
為
的
災
害
と
み
な
し
う
る
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
は
政
治
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
民
衆
に
た
い
す
る
救
済
策
が

災
害
に
さ
い
し
て
の
一
時
し
の
ぎ
的
な
、
あ
る
い
は
場
あ
た
り
的
な
も
の
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
、
政
治
に
確
と
し
た
思
想
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
正
し
い
理
念
に
も
と
づ
い
て
政
治
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
為
政
者
の
心
が
ま
え
が
問
わ
れ
て
く
る
。

日
蓮
が
『
立
正
安
国
論
』
を
当
時
の
政
治
に
実
権
者
に
呈
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　（
中
略
）

　
な
お
ま
た
、
思
想
内
容
か
ら
し
て
も
、
法
然
と
当
時
の
日
蓮
と
の
間
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
法
然
は
来
世
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

を
も
っ
て
救
い
と
み
な
し
、
そ
こ
か
ら
現
世
の
放
棄
を
説
い
た
の
に
対
し
、
日
蓮
は
、
少
な
く
と
も
『
立
正
安
国
論
』
述
作
当
時
は
、

現
世
に
期
待
を
か
け
、
平
安
に
み
ち
た
理
想
社
会
の
実
現
可
能
を
信
じ
て
い
た
の
で
、
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
思
想
な
い
し
人
生
観
が
、
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法
然
で
は
現
実
否
定
的
で
あ
る
に
対
し
、
日
蓮
で
は
現
実
肯
定
的
で
あ
る
と
評
せ
よ
う
。（
四
三
〜
四
四
頁
）

　
田
村
博
士
は
「
現
代
か
ら
す
れ
ば
、
天
災
地
変
は
自
然
現
象
で
あ
っ
て
、
ま
ち
が
っ
た
道
理
や
理
念
が
影
響
し
て
天
災
地
変
が
お
き
た

と
の
考
え
は
、
き
わ
め
て
非
科
学
的
で
あ
り
、（
中
略
）
現
代
人
に
い
た
だ
け
な
い
考
え
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、

「
天
災
地
変
に
よ
る
災
害
は
、
単
な
る
自
然
発
生
的
な
も
の
で
な
く
、
人
為
的
災
害
と
み
な
し
う
る
面
が
あ
る
」
と
し
て
地
震
は
自
然
現

象
、
そ
れ
に
と
も
な
う
災
害
は
人
為
的
な
も
の
も
あ
る
と
の
認
識
で
あ
り
、
人
為
的
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
為
政
者
の
心
構
え
が
問

う
た
と
し
て
い
る
。

　
佐
藤
博
士
の
指
摘
か
ら
、「「
邪
法
」
を
法
然
の
専
修
念
仏
」
と
考
え
る
こ
と
も
、『
立
正
安
国
論
』
の
善
神
捨
国
（
天
罰
的
な
）
思
想

も
、
当
時
一
般
的
に
考
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
聖
人
も
当
時
の
一
般
的
線
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
十
一

世
紀
の
現
代
に
お
い
て
、「
天
罰
」
論
を
主
張
す
る
か
と
い
え
ば
、
拙
者
は
疑
問
だ
と
考
え
る
。

　
田
村
博
士
の
指
摘
か
ら
考
え
れ
ば
、『
立
正
安
国
論
』
の
特
色
は
「
為
政
者
の
心
が
ま
え
」
を
問
う
た
こ
と
と
「
法
然
は
現
世
の
放
棄

を
説
い
た
の
に
対
し
、
日
蓮
は
、
現
世
に
期
待
を
か
け
、
平
安
に
み
ち
た
理
想
社
会
の
実
現
可
能
を
信
じ
て
い
た
」
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
代
に
お
け
る
『
立
正
安
国
論
』
的
考
え
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
代
日
本
は
言
う
ま
で
も
な
く
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
為
政
者
は
我
々
民
衆
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
現

実
に
絶
望
す
る
の
で
な
く
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
と
も
「
あ
き
ら
め
な
い
」、
原
因
を
探
り
出
し
、
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
姿
勢
こ
そ
『
立
正
安
国
論
』
的
考
え
と
思
わ
れ
る
。

３
、
業
論
と
天
罰
論

　「
被
災
者
は
天
罰
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
振
る
舞
い
を
し
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
に
関
し
て
は
、
一
見
す
る
と
、
島
田
氏
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の
言
う
か
の
よ
う
に
解
せ
る
箇
所
が
あ
る
。

　『
災
難
対
治
抄
』

　
疑
つ
て
云
く
、
も
し
し
か
ら
ば
、
法
華
・
真
言
等
の
諸
大
乗
経
を
信
ず
る
者
、
何
ぞ
こ
の
難
に
値
え
る
や
。

　
答
え
て
曰
く
、
金
光
明
経
に
云
く
、「
枉
て
辜
な
き
に
及
ば
ん
」
と
。
法
華
経
に
云
く
、「
横
に
そ
の
殃
に
罹
る
」
等
と
云
云
。
こ
れ

ら
の
文
を
も
つ
て
こ
れ
を
推
す
る
に
、
法
華
・
真
言
等
を
行
ず
る
者
も
、
い
ま
だ
位
深
か
ら
ず
、
信
心
薄
く
、
口
に
誦
す
れ
ど
も
そ
の

義
を
知
ら
ず
、
一
向
名
利
の
た
め
に
こ
れ
を
誦
す
。
先
生
の
謗
法
の
失
い
ま
だ
尽
き
ず
、
外
に
法
華
等
を
行
じ
て
内
に
選
択
の
心
を
存

し
、
こ
の
災
難
の
根
源
等
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
こ
の
難
を
免
れ
難
き
か
。

　
疑
つ
て
云
く
、
も
し
し
か
ら
ば
、
何
ぞ
選
択
集
を
信
ず
る
謗
法
者
の
中
に
、
こ
の
難
に
値
わ
ざ
る
者
こ
れ
あ
る
や
。

　
答
え
て
曰
く
、
業
力
不
定
な
り
。
順
現
業
は
、
法
華
経
に
云
く
、「
こ
の
人
現
世
に
白
癩
の
病
を
得
ん
、
乃
至
、
諸
の
悪
重
病
あ
ら

ん
」
と
。
仁
王
経
に
云
く
、「
人
仏
教
を
壊
ら
ば
ま
た
孝
な
く
、
六
親
不
和
に
し
て
天
神
も
祐
け
ず
、
疾
疫
・
悪
鬼
日
に
来
り
て
侵
害

し
、
災
怪
首
尾
し
、
連
禍
せ
ん
」
と
。
涅
槃
経
に
云
く
、「
も
し
こ
の
経
典
を
信
ぜ
ざ
る
者
あ
ら
ば
○
も
し
は
臨
終
の
時
、
荒
乱
し
、

刀
兵
競
い
起
り
、
帝
王
の
暴
虐
、
怨
家
の
讎
隙
に
侵
逼
せ
ら
れ
ん
」
と
〈
已
上
〉。
順
次
生
業
は
、
法
華
経
に
云
く
、「
も
し
人
信
ぜ
ず

し
て
こ
の
経
を
毀
謗
せ
ば
○
そ
の
人
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に
入
ら
ん
」
と
。
仁
王
経
に
云
く
、「
人
仏
教
を
壊
ら
ば
○
死
し
て
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
に
入
ら
ん
」
と
〈
已
上
〉。
順
後
業
等
は
こ
れ
を
略
す
。（
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
『
昭
和
定
本

　
日
蓮
聖
人
遺
文

　
第

一
巻
』
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）

　
上
記
は
「
法
華
・
真
言
等
の
諸
大
乗
経
を
信
ず
る
者
、
何
ぞ
こ
の
難
に
値
え
る
や
」
と
問
い
を
立
て
て
い
る
。
経
典
の
引
用
で
は
金
光

明
経
に
云
く
、「
枉
て
辜
な
き
に
及
ば
ん
」
と
。
法
華
経
に
云
く
、「
横
に
そ
の
殃
に
罹
ら
ん
」
な
ど
と
の
表
現
も
あ
る
が
、「
こ
れ
ら
の

文
を
も
つ
て
こ
れ
を
推
す
る
に
」
と
述
べ
こ
れ
を
日
蓮
聖
人
な
り
の
解
釈
と
し
て
は
「
先
生
の
謗
法
の
失
い
ま
だ
尽
き
」
な
い
人
で
あ
り
、
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か
つ
「
災
難
の
根
源
等
を
知
ら
ざ
る
者
」
で
あ
る
規
定
し
て
い
る
。

　「
何
ぞ
選
択
集
を
信
ず
る
謗
法
者
の
中
に
、
こ
の
難
に
値
わ
ざ
る
者
こ
れ
あ
る
や
。」
と
問
い
、
過
去
世
と
の
関
連
性
が
あ
る
と
し
て

「
順
現
業
」、「
順
次
生
業
」
等
に
触
れ
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
参
考
と
す
べ
き
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
石
巻
で
の
法
要
を
行
っ
た
後
の
説
法
の
内
容
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
苦
し
い
状
況
と
い
う
も
の
は
、
み
な
さ
ん
が
過
去
に
為
し
た
何
か
間
違
っ
た
活
動
が
原
因
と
な
っ
て
起
こ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
今

生
で
や
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
み
な
さ
ん
の
前
世
で
や
っ
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
集
団
が
前
世
で
同
じ
よ
う
に
何
か
間

違
っ
た
行
動
を
し
、
そ
し
て
い
ま
今
生
で
こ
こ
に
一
同
に
会
し
て
、
同
じ
時
期
に
、
同
じ
場
所
に
い
ま
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し

て
こ
れ
が
み
な
さ
ん
が
同
じ
よ
う
な
悲
劇
を
共
通
し
て
体
験
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
原
因
な
の
で
す
。
仏
教
的
な

教
え
に
よ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
い
く
ら
永
い
時
間
が
経
っ
た
と
し
て
も
決
し
て
消
え
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
後
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
は
『
傷
つ
い
た
日
本
人
へ
』（
二
〇
一
二
年

　
新
潮
新
書
）
を
出
版
し
て
い
ま
す
。

　
被
災
者
の
方
が
特
別
に
悪
い
カ
ル
マ
を
抱
え
て
い
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
強
大
で
め
っ
た

に
発
生
し
な
い
出
来
事
は
、
個
人
の
カ
ル
マ
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
社
会
全
体
と
し
て
の
カ
ル
マ
、
世
界
共
通
の
カ

ル
マ
の
レ
ベ
ル
の
出
来
事
で
す
。
大
勢
の
方
が
一
度
に
一
度
に
同
じ
類
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
現
れ
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
因
は
、
規
模
が
大
木
だ
け
で
な
く
、
は
る
か
昔
何
世
代
も
前
か
ら
積
み
重
な
っ
て
い
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
考
え
れ
ば

人
類
全
体
の
因
果
応
報
と
い
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
自
然
を
破
壊
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
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れ
な
い
し
、
物
質
的
に
豊
か
な
生
活
を
も
と
め
す
ぎ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）

　
石
巻
の
説
法
で
は
、「
集
団
が
前
世
で
同
じ
よ
う
に
何
か
間
違
っ
た
行
動
を
し
、
い
ま
今
生
で
こ
こ
に
一
同
に
会
し
て
、
同
じ
時
期
に
、

同
じ
場
所
に
い
ま
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
み
な
さ
ん
が
同
じ
よ
う
な
悲
劇
を
共
通
し
て
体
験
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
の
原
因
な
の
で
す
。」
と
被
災
地
の
市
民
が
共
業
を
も
っ
た
罪
深
い
存
在
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
被
災
者
が
被
災
し
た
の

は
、
前
世
で
な
し
た
間
違
っ
た
活
動
が
原
因
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
石
巻
の
説
法
の
表
現
は
、
と
も
す
る
と
被
災
者
を
冒
涜
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、

こ
の
表
現
の
前
に
自
身
の
亡
命
経
験
を
述
べ
、
そ
の
課
程
で
数
千
の
人
々
（
友
人
達
も
含
む
）
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
告
白
し
、
そ
れ

で
も
な
お
前
向
き
に
生
き
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
自
身
も
被
災
者
と
同
じ
で
あ
り
、
過
去
の
因
縁
を
持
っ
て
い
る
の
で
亡
命
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
暗
に
伝
え
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
起
こ
っ
て
も
前
を
向
い
て
歩
い
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
、『
傷
つ
い
た
日
本
人
へ
』
で
は
「
被
災
者
の
方
が
特
別
に
悪
い
カ
ル
マ
を
抱
え
て
い
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
強
大
で
め
っ
た
に
発
生
し
な
い
出
来
事
は
、
個
人
の
カ
ル
マ
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
社
会

全
体
と
し
て
の
カ
ル
マ
、
世
界
共
通
の
カ
ル
マ
の
レ
ベ
ル
の
出
来
事
で
す
。」
と
の
べ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
自
身
の
罪
業
も
含
め
た
上

で
の
表
現
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
は
日
蓮
聖
人
も
同
様
と
思
わ
れ
る
。

　『
立
正
安
国
論
』

　
旅
客
来
り
て
嘆
い
て
曰
く
、
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
・
地
夭
・
飢
饉
・
疫
癘
、
遍
く
天
下
に
満
ち
、
広
く
地
上
に
迸
る
。

牛
馬
巷
に
斃
れ
、
骸
骨
路
に
充
て
り
。
死
を
招
く
の
輩
、
す
で
に
大
半
に
超
え
、
こ
れ
を
悲
し
ま
ざ
る
の
族
、
あ
え
て
一
人
も
な
し
。
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（
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
　
第
一
巻
』
二
〇
九
頁
）

　
先
に
示
し
た
『
災
難
対
治
抄
』
で
は
、「
先
生
の
謗
法
の
失
い
ま
だ
尽
き
」
な
い
人
々
「
災
難
の
根
源
等
を
知
ら
ざ
る
者
」
で
あ
る
と

規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
立
正
安
国
論
』
で
は
災
難
は
「
遍
く
天
下
に
満
ち
、
広
く
地
上
に
迸
る
」、
の
で
あ
り
、「
こ
れ
を
悲
し
ま

ざ
る
の
族
、
あ
え
て
一
人
も
な
し
」
と
全
国
民
的
な
も
の
で
あ
り
、
地
域
限
定
と
考
え
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
災
難
対
治
抄
』

的
に
考
え
れ
ば
、
全
国
民
が
「
先
生
の
謗
法
の
失
い
ま
だ
尽
き
」
な
い
人
々
、「
災
難
の
根
源
等
を
知
ら
ざ
る
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
「
日
本
全
体
と
し
て
の
カ
ル
マ
」「
日
本
国
民
全
体
の
因
果
応
報
」
と
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
「
先
生
の
謗
法
の
罪
い
ま
だ
尽
き
ず
」
の
業
の
問
題
は
、『
開
目
抄
』
の
中
に
も
似
通
っ
た
考
え
が
見
つ
け
出
せ
る
。

　
我
無
始
よ
り
こ
の
か
た
悪
王
と
生
れ
て
、
法
華
経
の
行
者
の
衣
食
田
畠
等
を
奪
と
り
せ
し
こ
と
か
ず
し
ら
ず
。
当
世
日
本
国
の
諸
人

の
法
華
経
の
山
寺
を
た
う
す
が
ご
と
し
。
ま
た
法
華
経
の
行
者
の
頸
を
刎
こ
と
、
そ
の
数
を
し
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
重
罪
は
た
せ
る
も
あ

り
、
い
ま
だ
は
た
さ
ゞ
る
も
あ
る
ら
ん
。
果
す
も
余
残
（
い
ま
だ
つ
き
ず
。
生
死
を
離
る
る
時
は
必
こ
の
重
罪
を
け
し
は
て
ゝ
出
離
す

べ
し
。
功
徳
は
浅
軽
な
り
。（
中
略
）
今
ま
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
謗
法
を
責
れ
ば
大
難
の
来
る
は
、
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招

き
出
せ
る
な
る
べ
し
。（
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

　
第
一
巻
』
六
〇
二
〜
六
〇
三
頁
）

　
上
記
の
表
現
で
は
、
過
去
世
の
謗
法
の
罪
が
あ
り
、
そ
の
悪
業
を
払
拭
す
る
（
国
土
の
謗
法
を
攻
め
る
）
課
程
で
、
大
難
に
遭
っ
て
い

る
と
し
て
い
る
。

　
先
に
提
示
し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
石
巻
の
講
演
箇
所
の
直
後
、
ラ
マ
は
下
記
の
如
き
発
言
を
し
て
い
る
。
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過
去
に
為
し
て
し
ま
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
業
が
生
み
出
し
て
し
ま
う
結
果
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
仏
教
で
説
か
れ
て
い
る
方
法
は
、

も
っ
と
力
強
く
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
業
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
業
の
力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
過
去
に

為
し
て
し
ま
っ
た
否
定
的
な
業
が
起
こ
す
結
果
の
波
紋
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
過
去
の
悪

い
業
が
結
果
と
し
て
現
れ
て
く
る
そ
の
影
響
を
完
全
に
無
く
す
こ
と
も
出
来
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
上
記
の
表
現
は
『
開
目
抄
』
考
え
方
に
も
似
通
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
蓮
聖
人
は
「
個
人
と
し
て
の
業
論
」（
不
共
業
）
を
論
じ
た

こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
す
。
色
読
と
し
て
の
問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
集
団
と
し
て
の
業
の
論
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
限
定
さ
れ
た
地
域

の
人
々
の
共
業
論
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

４
、
終
わ
り
に

　
地
震
そ
の
も
の
は
自
然
現
象
と
考
え
て
も
原
発
や
災
害
は
人
為
的
な
部
分
が
大
き
い
の
で
、
人
間
の
業
と
も
言
え
る
し
、
人
に
よ
っ
て

は
、
天
罰
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
拙
者
は
天
罰
と
い
う
よ
り
は
、
田
村
博
士
の
考
え
方
「「
人
為
的
災
害
」
と
み
な
し
う

る
面
が
あ
る
」
と
い
う
程
度
で
も
問
題
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
た
も
し
、
天
罰
と
考
え
る
場
合
で
も
、『
立
正
安
国
論
』
撰
述
当
時
の
日
蓮
聖
人
の
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
震
災
を
天
罰
と
考
え

る
」
の
は
あ
く
ま
で
被
災
者
に
住
ま
う
人
々
で
あ
り
、
他
者
が
規
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
被
災
地
に
住
ま
な
く

て
も
、
個
人
と
し
て
な
ら
ば
、「
天
罰
」
と
受
け
止
め
る
こ
と
は
問
題
な
い
。（
現
実
に
日
蓮
聖
人
も
個
人
と
し
て
『
開
目
抄
』
の
中
で
業

論
を
展
開
し
て
い
る
。）
し
か
し
、
個
を
超
え
た
世
界
、
教
団
や
社
会
と
し
て
「
天
罰
」
と
受
け
止
め
る
の
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
鎌
倉
時
代
は
い
ざ
し
ら
ず
為
政
者
が
民
衆
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
「
天
罰
」
と
受
け
止
め
る
と
表
明
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
で
は

あ
る
が
、
被
災
地
の
方
々
が
罪
を
犯
し
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
、
社
会
的
反
発
を
買
う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
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