
中
上
健
次

「
刺
青
の
蓮
花
」

の
象
徴
と
し
て
の
蓮
|
|

三&
日岡

路
地

一
、
は
じ
め
に
l

「
路
地
」
消
滅
前
後

「
刺
青
の
蓮
花
」
は
一
九
八
五
年
一
月
に
『
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
、

後
に
短
編
集
『
重
力
の
都
』
(
一
九
八
八
年
九
月
、
新
潮
社
)
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。
『
重
力
の
都
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
「
連
作
「
重
力

の
都
」
は
大
谷
崎
の
佳
品
へ
の
、
心
か
ら
の
和
讃
と
思
っ
て
頂
き
た
い
」

と
あ
る
よ
う
に
、
収
録
さ
れ
た
作
品
は
谷
崎
の
作
品
中
に
見
ら
れ
る
モ

チ
ー
フ
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
中
上
が
導
入
し
て
い
る
の
は
谷
崎
が
使
用
し
た
「
刺
青
」
と

い
う
モ
チ
ー
フ
だ
け
で
は
な
い
。
本
作
品
に
は
「
つ
る
ベ
差
し
」
と
い

う
「
路
地
」
に
の
み
伝
わ
る
婚
礼
の
風
習
が
登
場
す
る
。
お
そ
ら
く
こ

の
「
つ
る
ぺ
差
し
」
は
、
折
口
信
夫
「
寿
詞
た
て
ま
つ
る
心
々
」
(
「
日

本
評
論
」
一
九
三
八
年
五
月
)
で
熊
野
奥
の
習
俗
と
し
て
紹
介
さ
れ
た

「
つ
る
べ
き
し
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
当
然
こ
れ
ら

の
モ
チ
ー
フ
は
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
過
程
で
加
工
さ
れ
、
作
品
中

で
は
中
上
の
「
路
地
」
観
と
相
ま
っ
て
独
自
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
に

早

芳

本支
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な
る
。と

こ
ろ
で
『
重
力
の
都
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
は
、
一
般
的
に
発
表

当
初
独
立
性
を
有
す
る
作
品
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

『
重
力
の
都
』
に
お
い
て
「
刺
青
の
蓮
花
」
の
直
前
に
収
録
さ
れ
た

「
残
り
の
花
」
は
、
主
人
公
の
名
前
や
登
場
人
物
達
の
関
係
性
の
点
で

「
刺
青
の
蓮
花
」
と
浮
¥
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
八
四
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
残
り
の
花
」
に
は
中
上
の
作
品

中
唯
一
と
言
っ
て
も
い
い
「
路
地
」
解
体
の
模
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
そ
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
「
聖
餐
」
に
も
直
後
に
発
表
さ
れ
た

「
日
輪
の
重
己
に
も
見
ら
れ
な
い
。
「
刺
青
の
蓮
花
」
は
直
後
に
発
表
さ

れ
た
「
ふ
た
か
み
」
と
と
も
に
「
路
地
」
の
解
体
と
消
滅
を
経
た
上
で
、

な
お
「
路
地
」
を
舞
台
と
し
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は

「
刺
青
の
蓮
花
」
を
「
路
地
」
消
滅
後
の
作
品
に
対
す
る
あ
る
種
の
布

石
と
位
置
づ
け
、
つ
る
べ
差
し
の
機
能
と
十
吉
の
存
在
意
義
か
ら
、
蓮

と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
老
ゑ
干
す
る
。
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、

つ
る
べ
差
し

先
に
指
摘
し
た
通
り
、
折
口
信
夫
「
寿
詞
た
て
ま
つ
る
心
々
」
に
は

熊
野
奥
の
習
俗
と
し
て
「
つ
る
べ
き
し
」
が
登
場
す
る
。
こ
の
「
寿
調

た
て
ま
つ
る
心
々
」
は
古
事
記
五
O
番
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
書
き
出

さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
「
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
渡
に
さ
を
ど
り
に

掻
け
む
人
し
、
我
が
も
こ
に
来
む
」
と
冒
頭
に
当
該
歌
を
引
用
し
、

(
途
中
大
幅
に
脱
線
し
て
い
る
が
)
歌
中
に
登
場
す
る
「
も
こ
H
婿」

と
「
さ
を
H
竿
」
か
ら
婿
入
り
の
習
俗
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し

て
婿
入
り
の
儀
式
と
し
て
紀
州
西
牟
婁
郡
に
見
え
る
習
俗
と
、
そ
れ
が

熊
野
奥
で
は
「
つ
る
べ
さ
し
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

婚
礼
の
あ
っ
た
家
に
対
し
て
、
土
地
の
若
い
衆
は
実
に
様
々
な
方

法
で
、
祝
意
を
表
す
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
而
も
其
中
心
は
、
婿

を
新
し
く
土
地
の
若
い
衆
に
加
へ
さ
せ
る
儀
式
と
謂
っ
た
意
味

が
、
非
常
に
濃
厚
に
残
っ
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
誓
へ
ば
、
紀
州
西

牟
婁
郡
で
は
、
角
樽
・
飯
権
な
ど
を
物
干
し
竿
の
端
に
吊
り
か
け

て
、
婚
家
の
垣
の
外
か
ら
つ
き
出
す
。
其
を
す
る
の
は
、
村
の
若

い
衆
で
、
顔
を
隠
し
て
後
に
と
り
に
来
る
と
、
酒
、
料
理
を
入
れ

て
仲
人
が
返
し
て
や
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
其
を
つ
る
ぺ
さ
し

と
言
っ
た
処
も
、
其
に
近
い
熊
野
奥
に
は
あ
る
と
言
ふ
。

折
口
は
こ
う
し
た
婿
入
り
の
習
俗
は
起
源
が
古
く
、
古
事
記
五

O
香

歌
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
さ
て
お
き

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
つ
る
べ
き
し
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
ま

ず
、
「
つ
る
べ
さ
し
」
は
共
同
体
の
外
部
か
ら
や
っ
て
来
た
婿
を
、
土

地
に
迎
え
る
儀
式
と
し
て
の
意
味
合
い
が
漉
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
。
嫁
入
り
婚
で
は
な
く
、
婿
入
り
婚
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る

こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
「
つ
る
べ
き
し
」
の
対
象
に
な
る
の
は
、
嫁

を
も
ら
っ
た
共
同
体
内
部
の
男
性
で
は
な
く
、
共
同
体
外
部
か
ら
共
同

体
内
部
の
女
性
の
所
へ
婿
に
来
た
男
性
な
の
で
あ
る
。
ま
た
婿
と
祝
儀

物
を
取
り
に
来
る
若
い
衆
は
、
聞
に
仲
人
が
入
る
こ
と
で
互
い
に
顔
を

合
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
つ
る
ベ
さ
し
」
は
「
刺
青
の
蓮
花
」
で
は
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
折
口
の
「
つ
る
べ
き
し
」
と
大
き

く
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
嫁
入
り
の
あ
っ
た
家
に
対
し
て
行
わ
れ
る
点

で
あ
る
。
十
吉
が
「
長
い
竹
竿
の
先
に
、
節
を
底
に
し
た
青
竹
で
こ
し

ら
え
た
筒
吊
る
し
て
の
、
嫁
入
り
の
家
へ
、
祝
酒
も
ら
い
に
行
く
ん
じ

ゃ
」
と
語
る
よ
う
に
、
竹
の
竿
の
先
に
や
は
り
竹
の
節
を
利
用
し
て
作

っ
た
筒
を
吊
し
て
酒
を
入
れ
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
中
上
は
お
そ
ら
く
彼
独
面
の
も
の
と
思
わ
れ
る
解
釈
を
つ
る

べ
差
し
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
お
そ
ら
く
青
竹
の
簡
を
竹

竿
の
先
に
吊
し
て
差
し
出
す
つ
る
ぺ
差
し
は
、
町
か
ら
見
れ
ば
山
の
裏
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側
の
蓮
池
跡
に
出
来
た
路
地
か
ら
、
山
の
向
う
の
町
家
衆
の
婚
礼
に
押

し
か
け
、
振
る
舞
い
酒
を
か
ち
あ
げ
よ
う
と
し
て
当
時
の
智
恵
者
の
誰

か
が
発
案
し
た
も
の
な
の
だ
」
と
い
う
一
文
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

中
上
が
こ
こ
で
行
っ
て
い
る
の
は
解
釈
と
い
う
名
の
操
作
で
あ
り
、

い
わ
ば
「
つ
る
べ
き
し
」
を
作
品
世
界
へ
と
導
入
す
る
手
続
き
で
あ
る
。

つ
る
べ
差
し
の
起
源
が
「
路
地
」
す
な
わ
ち
被
差
別
部
落
に
あ
る
と
い

う
こ
と
、
つ
ま
り
竿
の
先
に
く
く
り
つ
け
た
筒
に
酒
を
入
れ
て
も
ら
う

と
い
う
行
為
の
背
景
に
差
別
と
被
差
別
の
関
係
を
設
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
直
に
手
か
ら
手
へ
酒
を
振
る
舞
う
の
を
避
け
て
、
長
い
竹
竿

の
先
に
く
く
り
つ
け
た
青
竹
の
つ
る
ぺ
に
酒
を
入
れ
る
事
に
し
た
」
と

あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
排
除
の
論
理
で
あ
る
。

こ
の
差
別
と
排
除
の
論
理
は
十
吉
に
よ
っ
て
「
路
地
」
内
部
へ
と
持

ち
込
ま
れ
る
事
に
な
る
。
「
十
吉
は
若
衆
ら
が
そ
の
つ
る
べ
差
し
を
、

町
家
の
方
だ
け
で
は
な
く
、
路
地
の
中
で
も
や
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て

い
た
」
の
で
あ
る
c

だ
が
、
十
吉
の
朋
輩
で
あ
る
コ
プ
ラ
の
キ
イ
ヤ
ン
、

銀
ヤ
ナ
ギ
の
ト
モ
、
フ
タ
マ
タ
の
タ
ツ
の
三
人
は
十
吉
を
覚
え
て
い
な

い
c

十
士
口
は
三
人
と
共
に
、
つ
る
べ
差
し
の
つ
る
べ
を
作
り
に
行
っ
た

竹
薮
で
足
に
怪
我
を
し
た
事
を
話
す
が
、
そ
の
記
憶
は
三
人
に
は
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
本
来
町
家
と
い
う
共
同
体
に

対
し
て
部
外
者
で
あ
る
「
路
地
」
の
人
間
が
行
う
つ
る
べ
差
し
と
、

「
路
地
」
内
部
で
嫁
入
り
の
あ
っ
た
家
に
行
わ
れ
る
つ
る
ぺ
差
し
で
は

意
味
合
い
が
異
な
る
。

折
口
が
紹
介
し
た
「
つ
る
べ
さ
し
」
は
共
同
体
外
か
ら
来
た
男
を
共

同
体
内
に
迎
え
入
れ
る
と
い
う
受
容
の
方
向
へ
と
向
い
て
い
る
。
一
方

町
家
衆
に
対
し
て
行
わ
れ
る
つ
る
べ
差
し
は
、
「
町
家
衆
」
と
い
う
共

同
体
が
「
路
地
」
と
い
う
部
外
者
の
侵
入
を
防
ぐ
と
同
時
に
「
路
地
」

の
者
が
祝
酒
を
も
ら
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
排
除
の
た
め
の
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
が
最
低
限
の
回
路
は
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
路
地
」

内
部
に
持
ち
込
ま
れ
る
時
、
つ
る
べ
差
し
は
嫁
を
も
ら
っ
た
男
を
共
同

体
外
に
放
逐
す
る
完
全
な
排
除
の
シ
ス
テ
ム
と
化
し
て
し
ま
う
。
そ
し

て
男
で
は
な
く
外
部
か
ら
や
っ
て
来
た
女
を
路
地
の
若
衆
の
な
か
に
迎

え
る
儀
式
と
化
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
十
士
口
た
ち
四
人
に
と
っ
て
「
ア
ニ
」
に
あ
た
る
若
衆
た
ち
の

簡
で
起
こ
っ
て
い
る
。
嫁
を
も
ら
っ
た
若
衆
の
一
人
で
あ
る
「
ア
ニ
」

に
対
し
て
「
嫁
を
も
ら
っ
た
ば
か
り
の
家
へ
つ
る
ぺ
差
し
に
行
か
な
い

か
、
と
コ
ブ
ラ
の
キ
イ
ヤ
ン
が
口
を
切
」
り
、
三
人
が
同
調
す
る
こ
と

で
騒
ぎ
が
始
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
イ
ヤ
ン
は
「
酒
、
あ
る
ん
か
い

ね
?
」
と
つ
る
べ
差
し
さ
れ
る
側
に
消
が
な
い
場
合
の
事
を
考
え
る
が
、

結
局
「
騒
が
れ
る
相
手
の
家
が
酒
を
用
意
し
て
い
な
け
れ
ば
ど
う
騒
ぎ

を
納
め
る
の
か
方
策
も
考
え
な
い
ま
ま
」
、
騒
ぎ
は
他
の
若
衆
主
導
で

始
ま
っ
て
し
ま
う
。
つ
る
べ
差
し
の
の
翌
日
、
嫁
を
も
ら
っ
た
男
は

「
一
番
の
朋
輩
だ
っ
た
若
衆
を
刺
し
殺
し
て
そ
の
足
で
警
察
へ
自
首
」

す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
つ
る
べ
差
し
を
さ
れ
た
者
は
殺
人
に
よ
る
逮
捕
と
い
う

-40-



形
で
「
路
地
」
の
外
部
へ
と
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

本
来
外
部
か
ら
「
路
地
」
へ
入
っ
て
き
た
女
が
十
吉
た
ち
の
共
有
物
と

い
う
形
で
、
「
路
地
」
内
部
に
根
を
下
ろ
す
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

十
吉
た
ち
四
人
は
以
前
に
そ
の
嫁
に
来
た
女
を
狙
っ
て
夜
這
い
を
敢

行
し
た
も
の
の
、
男
に
阻
ま
れ
て
思
い
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
つ
る
べ
差
し
の
翌
日
に
亭
主
が
警
察
へ
自
首
し
て
居
な
く
な
る
と
、

女
の
元
を
訪
れ
て
次
々
に
女
と
情
交
す
る
。
こ
う
し
て
つ
る
ベ
差
し
は
、

女
と
彼
ら
を
引
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

後
に
十
吉
は
つ
る
ぺ
差
し
の
夜
を
振
り
返
り
、
恐
ろ
し
か
っ
た
か
女

に
尋
ね
る
が
、
女
は
つ
る
べ
差
し
よ
り
も
十
吉
た
ち
四
人
の
「
背
中
に

彫
っ
た
刺
青
の
青
や
朱
が
蛇
体
の
鱗
の
よ
う
に
思
え
、
蛇
体
が
四
本
、

女
の
脇
で
絡
ま
り
合
い
、
眠
っ
て
い
る
気
が
し
て
、
身
が
す
く
ん
だ
」

と
言
う
。
し
か
し
女
は
「
汚
点
ひ
と
つ
な
い
白
い
肌
を
し
て
」
お
り
、

や
は
り
四
人
同
様
に
蛇
体
の
面
影
が
つ
き
ま
と
う
。
「
若
衆
の
肌
の
刺

青
に
顔
を
う
ず
め
ら
れ
る
の
も
つ
る
ベ
差
し
の
お
か
げ
だ
」
と
も
言
っ

て
お
り
、
蛇
体
と
し
て
の
四
人
を
恐
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
さ
ら
に
女
は
四
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四
人
裸
で
居
る
の
を
見
る
と
背
中
の
刺
青
の
為
に
四
人
が
亭
主
と

は
違
っ
た
人
間
の
よ
う
で
自
分
が
そ
の
四
人
に
何
事
か
を
仕
掛
け

て
し
ま
う
気
が
し
た
の
だ
と
言
う
。
四
人
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
世
な

ら
ざ
る
者
の
転
生
の
姿
の
よ
う
だ
つ
た
。
人
と
神
仏
の
あ
い
の
こ

と
も
見
え
た
し
、
人
と
畜
生
と
の
あ
い
の
こ
と
も
見
え
た
。

蛇
体
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
者
、
「
神
仏
」
あ
る
い
は
「
畜
生
と
の
あ

い
の
こ
」
。
こ
れ
ら
は
こ
の
四
人
が
異
類
で
あ
り
、
明
ら
か
に
普
通
の

人
間
と
は
違
う
者
に
見
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
神
仏
」
と
「
畜

生
」
と
い
う
一
見
正
反
対
な
存
在
が
彼
ら
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る

の
は
、
彼
ら
が
ま
さ
に
「
路
地
」
世
界
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
「
千
年
の
愉
楽
』
に
登
場
す
る
中
本
の
一
統
の
男
た
ち
が

「
高
貴
な
汚
れ
た
血
」
「
高
貴
な
澱
ん
だ
血
」
を
有
す
る
と
表
現
さ
れ
る

よ
う
に
、
路
地
と
は
高
貴
な
も
の
と
穣
れ
た
も
の
が
同
時
に
存
在
す
る

場
所
な
の
で
あ
る
。
路
地
の
蓮
池
で
は
、
警
c
出
る
清
水
を
利
用
し
て

獣
の
皮
な
め
し
を
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
こ
を
埋
め
立
て
て
拡

大
し
た
路
地
は
蓮
の
花
の
上
に
出
来
た
極
楽
浄
土
で
も
あ
っ
た
。
「
路

地
」
は
ま
さ
に
神
仏
と
獣
が
、
高
貴
な
る
も
の
と
賎
な
る
も
の
が
同
居

す
る
空
間
な
の
で
あ
る
。

女
が
「
そ
の
つ
る
べ
差
し
と
い
う
の
は
、
本
当
↓
は
し
て
は
い
け
な
い

事
と
し
て
忘
れ
去
ら
れ
た
事
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
一
吉
田
い
出
」
す

と
、
十
吉
は
つ
る
べ
差
し
を
「
血
が
吹
き
出
、
痛
み
に
う
ず
く
記
憶
」

と
し
て
思
い
出
す
。
十
吉
は
幼
い
頃
に
加
わ
っ
た
つ
る
ぺ
差
し
の
騒
ぎ

で
、
足
を
す
り
む
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
は
ず

の
三
人
の
朋
輩
た
ち
は
そ
の
出
来
事
ど
こ
ろ
か
十
吉
が
存
在
し
て
い
た

事
き
え
記
憶
に
な
い
。
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し
か
し
、
つ
る
べ
差
し
そ
の
も
の
の
記
憶
は
「
二
一
人
の
中
で
は
一
等

年
嵩
に
な
る
コ
ブ
ラ
の
キ
イ
ヤ
ン
」
が
記
憶
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
つ

る
べ
差
し
そ
の
も
の
が
「
し
て
は
い
け
な
い
事
正
し
て
忘
れ
去
ら
れ
た
」

の
で
は
な
い
。
十
育
本
人
が
、
い
て
は
い
け
な
い
存
在
と
し
て
忘
れ
去

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
c

三
、
「
残
り
の
花
」
に
お
け
る
「
路
地
」
と
十
吉

こ
こ
で
、
短
編
集
と
し
て
の
『
重
力
の
都
」
に
着
目
し
て
十
吉
の
存

在
の
あ
り
方
を
確
認
し
た
い

η

な
ぜ
な
ら
十
土
口
と
い
う
人
物
は
「
重
力

の
都
」
に
お
い
て
例
外
的
に
二
つ
の
短
編
に
登
場
し
て
お
り
、
「
刺
青

の
蓮
花
」
の
直
前
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
残
り
の
花
」
で
は
、
彼
が
殺

さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
結
末
を
迎
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
一
残
り
の
花
」
は
中
上
の
作
品
中
唯
一
、

「
路
地
」
が
解
体
さ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
も
あ
る
。
前

年
に
は
「
地
の
果
て
至
上
の
時
」
が
脱
稿
さ
れ
、
「
残
り
の
花
」
の
発

表
直
前
の
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
は
「
聖
餐
」
が
「
す
ば
る
」
に
発

表
さ
れ
て
い
る
じ
ま
た
翌
年
早
々
に
「
日
輪
の
翼
」
が
「
新
潮
」
に
発

表
さ
れ
、
「
異
族
」
の
一
部
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
「
路
地
」
の
崩
壊
と

「
路
地
」
な
き
後
の
世
界
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
「
路
地
」
そ
の
も
の
が
解
体
さ
れ
る
場
面
は
い
ず
れ
の
作
品

に
も
登
場
し
な
い
。
『
地
の
果
て
至
上
の
時
」
で
は
既
に
「
路
地
」
が

解
体
さ
れ
、
更
敢
に
さ
れ
た
状
態
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
秋
幸
が
戻
っ
て

来
る
。
「
聖
餐
」
は
解
体
直
前
の
「
路
地
」
を
舞
台
と
し
、
「
日
輪
の
翼
」

は
解
体
直
前
の
「
路
地
」
か
ら
脱
出
し
た
若
者
と
老
婆
の
移
動
す
る
過

程
を
描
い
て
い
る
。
「
異
族
」
で
は
「
路
地
」
は
既
に
過
去
の
も
の
と

な
っ
て
い
て
、
夏
芙
蓉
の
花
が
「
路
地
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て

時
折
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。

で
は
「
路
地
」
の
解
体
は
「
残
り
の
花
」
の
中
で
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
、
「
こ
と
の
他
、
暑
い
日
が
続
き
、
縁
台

に
咲
い
た
草
花
の
こ
と
ご
と
く
、
萎
れ
た
」
と
酷
暑
の
中
、
「
路
地
」

の
老
婆
た
ち
が
育
て
て
い
る
花
が
次
々
に
萎
れ
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ

て
い
る
。
老
婆
た
ち
は
、
花
を
人
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
配
置
す
る
こ
と

に
こ
だ
わ
り
、
日
陰
に
移
動
し
た
り
、
日
よ
け
を
か
け
た
り
し
な
い
。

花
が
萎
れ
て
い
く
様
は
、
「
萎
れ
た
花
弁
の
内
側
に
溜
っ
た
死
の
匂
い

が
溶
け
出
し
て
、
あ
た
り
に
漂
い
出
し
そ
う
だ
っ
た
」
が
、
老
婆
た
ち

は
日
陰
に
腰
を
下
ろ
し
、
「
じ
り
じ
り
と
白
い
日
に
焼
か
れ
て
死
ん
で

ゆ
く
花
を
、
見
て
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
」
に
手
を
施
さ
な
い
。

安
全
地
帯
に
い
て
亡
び
て
い
く
者
を
見
つ
め
る
よ
う
な
視
線
は
、
作

品
全
体
の
語
り
の
姿
勢
に
も
共
通
す
る
。
直
後
唐
突
に
「
路
地
」
解
体

の
第
一
段
階
と
し
て
「
路
地
の
角
の
家
が
、
道
路
の
拡
幅
工
事
の
た
め
、

取
り
壊
し
の
作
業
に
入
っ
た
」
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
は
っ

き
り
男
の
も
の
と
分
か
る
」
「
古
い
問
主
が
出
た
と
い
う
噂
が
流
れ
る

が
、
こ
こ
が
こ
の
作
品
の
時
系
列
に
お
け
る
現
在
と
見
ら
れ
る
。
そ
の

後
に
続
く
荒
く
れ
者
の
十
吉
の
話
が
、
そ
こ
か
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
遡
る
も
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の
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
十
士
口
が
、
山
仕
事
か
ら
の
帰
途
に
出

会
っ
た
盲
目
の
女
を
連
れ
帰
っ
て
「
角
の
家
」
に
住
ん
だ
と
作
品
の
中

盤
以
降
で
明
か
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
「
角
の
家
」
か
ら
出
た
「
古
い
月
日
」
が
十
吉
の
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
は
作
品
中
で
明
ら
か
に
き
れ
な
い
c

ま
た
、
道
路
拡
幅
工
事
に

よ
っ
て
「
角
の
家
」
は
解
体
さ
れ
る
が
、
「
路
地
」
の
家
す
べ
て
が
取

り
壊
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
描
か
れ
な
い
c

「
路
地
」
解
体
と
と
も
に

現
れ
た
「
古
い
骨
」
は
秘
密
裏
に
埋
め
戻
さ
れ
、
十
吉
は
姿
を
消
し
た

ま
ま
戻
ら
な
い
。
「
路
地
」
の
行
く
末
も
十
吉
の
生
死
も
暖
味
な
ま
ま

作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
路
地
」
解
体
の
矢
先
に
現
れ
る
「
古
い
骨
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て

呼
び
起
こ
さ
れ
る
十
吉
の
話
は
、
「
路
地
」
と
十
吉
が
不
可
分
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
で
は
「
路
地
」
と
は
ど
の
よ
う
な
場
で
、

十
吉
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
残
り
の
花
」
で
描
か
れ

る
十
吉
と
、
彼
が
連
れ
て
き
た
盲
目
の
女
の
関
係
か
ら
そ
れ
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

十
士
口
は
里
心
か
ら
飯
場
仲
間
と
別
れ
、
「
サ
カ
リ
の
つ
い
た
犬
の
よ

う
に
身
の
置
き
ど
こ
ろ
が
な
い
」
思
い
で
伊
勢
長
島
町
を
ふ
ら
ふ
ら
し

て
い
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
盲
目
の
女
に
惹
か
れ
、
女
を
連
れ
て
里
で

あ
る
「
路
地
」
の
「
角
の
家
」
に
戻
る
。
遊
び
仲
間
や
そ
の
手
下
を
使

っ
て
大
掃
除
を
し
、
数
日
間
酒
宴
が
も
た
れ
た
後
よ
う
や
く
彼
ら
は
二

人
き
り
に
な
る
が
、
そ
の
後
も
遊
び
仲
間
が
集
ま
れ
ば
酒
を
出
し
て
も

て
な
す
日
が
続
く
。

一
方
十
士
口
と
女
は
昼
夜
を
問
わ
ず
情
実
し
、
新
所
帯
の
よ
う
な
生
活

を
始
め
る
が
、
十
吉
に
は
所
帯
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
い
。

女
は
金
の
切
れ
目
と
と
も
に
そ
の
生
活
が
破
綻
す
る
こ
と
を
予
感
し
つ

つ
も
、
そ
の
生
活
を
変
え
る
様
子
を
見
せ
な
い
。
十
吉
が
山
仕
事
に
出

か
け
、
夕
方
帰
っ
て
く
る
生
活
を
始
め
て
も
、
洗
濯
や
水
汲
み
な
ど
の

家
事
を
こ
な
し
て
生
活
を
維
持
し
て
い
く
。
つ
い
に
は
十
吉
の
い
な
い

聞
に
十
吉
の
遊
び
仲
間
と
情
交
し
、
十
吉
が
姿
を
消
し
た
後
も
そ
う
し

た
関
係
を
続
け
て
い
く
。

十
吉
に
よ
っ
て
共
同
体
の
外
か
ら
共
同
体
の
中
へ
連
れ
て
来
ら
れ
た

盲
目
の
女
は
、
共
同
体
内
部
の
他
の
男
と
関
係
を
持
つ
。
一
方
女
を
連

れ
て
き
た
十
吉
本
人
は
、
(
何
者
か
に
殺
さ
れ
て
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
)
「
路
地
」
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
共
同
体
の
外
部
へ
放
逐
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
刺

青
の
蓮
花
」
に
お
け
る
十
吉
と
若
衆
の
関
係
と
は
対
称
の
関
係
に
あ
る
。

「
刺
青
の
蓮
花
」
の
つ
る
べ
差
し
を
使
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
「
残
り

の
花
」
の
十
吉
は
女
を
共
同
体
の
外
か
ら
内
へ
連
れ
込
み
、
共
同
体
の

中
の
男
に
よ
っ
て
つ
る
べ
差
し
を
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
彼
ら
に
よ
っ
て
(
あ
る
い
は
女
に
よ
っ
て
)
、
共
同
体
の
外
へ
追
い
出

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

む
ろ
ん
「
残
り
の
花
」
と
「
刺
青
の
蓮
花
」
の
間
に
十
吉
と
い
う
名

の
主
人
公
以
外
共
通
す
る
も
の
は
な
く
、
二
つ
の
作
品
が
時
間
的
前
後
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関
係
を
持
っ
た
つ
な
が
り
の
あ
る
作
品
と
い
、
立
裏
付
け
は
な
い
。
し
か

し
同
じ
名
を
持
つ
主
人
公
を
登
場
さ
せ
て
対
称
と
な
る
関
係
性
を
導
入

し
て
い
る
以
上
、
「
刺
青
の
蓮
花
」
が
「
残
り
の
花
」
の
テ
l
マ
を
変

奏
し
て
い
る
可
能
性
は
高
く
、
少
な
く
と
も
前
者
で
は
表
現
し
き
れ
な

か
っ
た
テ
l
マ
を
引
き
継
い
で
い
る
と
推
測
す
べ
き
で
あ
る
。

「
残
り
の
花
」
に
お
い
て
十
吉
は
、
前
述
の
と
お
り
「
サ
カ
リ
の
つ

い
た
4

と
の
よ
う
な
身
の
置
き
ど
こ
ろ
の
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の

上
で
「
十
吉
は
昼
間
も
女
の
姿
を
見
て
い
る
だ
け
で
、
自
分
が
大
き
く

な
だ
め
ら
れ
る
気
が
し
」
て
い
る
c

し
か
し
「
い
つ
も
胸
に
湧
い
て
出

る
ふ
つ
ふ
つ
と
音
を
た
て
る
よ
う
な
所
在
な
さ
に
突
き
動
か
さ
れ
」
て

女
を
連
れ
て
き
た
も
の
の
、
結
局
は
「
盲
い
た
女
は
自
分
の
所
在
な
さ

を
一
一
層
、
く
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ヲ
Q
O女

に
よ
っ
て
何
か
が
な
だ
め
ら
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
な
だ
め

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
思
い
が
作
品
中
で
は
強
調
さ
れ
て
い
く
。
「
閣
の

中
に
い
る
と
、
十
台
に
は
眼
が
見
え
る
男
で
あ
る
こ
と
が
業
の
よ
う
に

思
え
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
つ
い
に
十
吉
は
次
の
よ
う
な
境
地
に
ま
で

至
っ
て
い
る
。

光
り
の
な
い
家
の
中
で
、
(
中
略
)
十
吉
の
中
の
男
も
ま
た
盲
い

て
い
る
事
、
光
り
の
な
い
闇
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
渦
巻
き
、
か
た
ま

り
と
な
っ
て
つ
き
あ
が
り
、
閣
の
中
で
熱
と
な
っ
て
溶
け
て
い
る

と
知
り
、
い
っ
そ
自
分
も
、
(
中
略
)
盲
い
て
い
れ
ば
よ
い
も
の

を
、
と
回
』
っ
た
。

十
吉
本
人
は
盲
目
で
は
な
い
が
、
十
士
口
の
中
の
男
は
盲
い
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
十
育
自
身
に
皇
見
さ
れ
て
い
る
。
十
吉
は
「
自
分
が
下
等

な
獣
の
よ
う
な
物
に
す
ぎ
な
い
と
思
」
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
裏
返
せ

ば
、
た
と
え
盲
目
で
も
女
の
中
の
女
は
盲
い
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
十
士
口
に
は
見
え
な
い
も
の
が
女
に
は
見
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
十
吉
は
盲
目
の
女
に
よ
っ
て
情
欲
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で

所
在
な
さ
を
感
じ
て
い
る
が
、
十
吉
が
そ
う
し
た
思
い
を
感
ず
る
の
は

こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
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女
は
た
ら
い
に
水
を
張
り
、
石
鹸
の
泡
を
立
て
て
物
を
洗
い
、
す

す
ぐ
の
が
、
十
士
口
の
女
と
し
て
の
自
分
を
人
に
も
自
分
に
も
納
得

さ
せ
る
事
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
十
吉
の
方
は
そ
れ

で
は
妙
に
居
心
地
が
悪
い
。

十
吉
は
盲
目
の
女
が
普
通
の
女
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
、
所
在
な
さ
と
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
い
る
が
、
一
方
で
「
十

吉
は
そ
ん
な
女
を
見
て
い
る
と
、
体
が
う
ず
い
た
」
と
あ
り
、
こ
の
所

在
な
さ
こ
そ
が
情
欲
を
喚
起
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
十

士
口
は
女
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
盲
目
の
女
と
彼
女
の
「
生
ま
れ
在
所
」



を
離
れ
た
「
路
地
」
で
生
活
し
て
い
く
事
は
不
可
能
だ
と
感
じ
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
、
女
と
所
帯
を
持
つ
つ
も
り
は
な
い
c

そ
れ
で
は
女
は
ど
の
よ
う
な
も
く
ろ
み
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
女
は

他
の
男
が
自
分
を
見
て
欲
情
し
て
い
る
こ
と
を
「
何
か
ら
何
ま
で
知
っ

て
い
み
の
に
、
昼
間
の
見
え
る
世
界
は
、
十
吉
に
頼
っ
て
い
れ
ば
安
堵

出
来
る
と
い
う
よ
う
に
」
十
吉
の
言
葉
に
う
な
ず
き
、
閣
の
中
で
は

「
や
っ
と
自
白
に
な
っ
た
よ
う
に
十
吉
を
包
み
込
み
声
を
あ
げ
る
」
。
女

は
「
破
局
が
す
ぐ
傍
に
来
て
い
る
と
分
か
っ
て
い
た
」
が
、
炊
事
や
洗

濯
、
水
汲
み
な
ど
の
火
事
を
や
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
ぞ
れ
は
彼
女
に

と
っ
て
の
破
局
と
十
吉
に
と
っ
て
の
破
局
が
全
く
違
、
?
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

十
吉
に
と
っ
て
の
破
局
は
、
金
を
稼
ぐ
た
め
に
女
を
家
に
置
い
て
飯

場
に
出
か
け
て
い
く
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
盲
目
の
女
を
見
捨
て
て
い
く

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
女
に
と
っ
て
必
ず
し
も
生
活

の
破
綻
に
は
つ
な
が
、
り
な
い
。
た
と
え
十
士
口
が
い
な
く
な
っ
て
も
情
交

す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
面
倒
を
見
て
く
れ
る
男
が
い
れ
ば
済
む
話
で

あ
る

J

先
行
研
究
で
「
重
力
の
都
」
と
と
も
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

だ
が
、
盲
目
の
女
に
と
っ
て
代
わ
り
と
な
る
男
は
い
く
ら
で
も
い
る
の

で
あ
り
、
角
の
家
か
ら
出
土
し
た
骨
は
そ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
ぬ
男
の

な
れ
の
果
て
と
言
え
る
。

女
の
魅
力
に
よ
っ
て
「
盲
目
」
と
な
っ
た
十
土
口
が
自
ら
の
そ
う
し
た

立
場
に
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
盲
目
」
に
な
ら
な
か
っ
た
女
は

金
の
切
れ
聞
が
縁
の
切
れ
目
と
ば
か
り
に
十
士
口
以
外
の
男
と
関
係
を
持

ち
、
新
た
な
男
た
ち
と
今
ま
で
ど
お
り
の
生
活
を
送
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。
女
と
若
い
男
た
ち
の
笑
い
声
は
「
路
地
の
中
に
不
吉
な
響
き
で
流

れ
」
、
「
路
地
」
に
住
む
も
の
た
ち
は
不
吉
な
想
像
を
す
る
。
だ
が
、
彼

ら
が
待
ち
続
け
た
不
吉
な
こ
と
は
明
る
み
に
出
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
。

女
は
自
分
の
里
に
あ
っ
た
も
の
を
移
植
し
た
の
か
、
家
の
庭
に
小
菊

を
何
本
も
植
え
た
。
そ
こ
に
殺
さ
れ
た
十
吉
が
埋
め
ら
れ
て
お
り
、
後

に
「
路
地
」
が
解
体
き
れ
る
際
に
白
骨
と
し
て
現
れ
出
る
こ
と
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い

3

作
品
は
た
だ
「
小
菊
が
花
を
開
き
、
家
の
方
か
ら

路
地
に
匂
い
立
つ
と
、
老
婆
ら
も
、
路
地
の
者
ら
も
、
十
吉
と
女
の
な

ま
な
ま
し
た
性
の
匂
い
を
か
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
頭
が
痛
く
な
っ

て
く
る
と
苦
情
を
こ
ぼ
し
た
」
と
あ
る
だ
け
で
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
す

べ
て
は
読
者
の
想
像
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
門

女
が
外
部
か
ら
持
ち
込
ん
だ
小
菊
は
、
確
か
に
「
路
地
」
に
根
を
下

ろ
し
た
。
菊
は
天
皇
家
の
象
徴
で
あ
り
、
中
上
の
言
葉
で
言
い
池
山
え
れ

ば
、
天
皇
と
は
「
路
地
」
と
同
じ
く
日
本
の
外
部
に
位
置
す
る
存
在
で

あ
る
。
「
路
地
」
と
い
う
日
本
の
一
方
の
外
部
が
解
体
さ
れ
る
場
面
で
、

も
う
一
つ
の
外
部
の
象
徴
で
あ
る
菊
が
呼
び
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
示

唆
的
で
あ
る
コ
「
路
地
」
と
い
う
社
会
の
下
方
に
存
在
す
る
被
差
別
空

間
が
解
体
さ
れ
る
時
、
当
然
上
方
も
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
中
上

は
路
地
の
解
体
消
滅
と
引
き
替
え
に
、
差
別
被
差
別
を
生
み
出
す
日
本

的
自
然
と
そ
こ
に
安
住
す
る
も
の
に
対
す
る
警
報
を
発
し
た
の
で
は
な

r
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か
っ
た
か
。

「
残
り
の
花
」
は
老
婆
た
ち
が
手
を
施
さ
な
い
た
め
に
死
ん
で
い
く

草
花
の
描
写
に
は
じ
ま
り
、
な
ま
な
ま
し
た
性
の
匂
い
を
放
つ
小
菊
に

老
婆
た
ち
が
苦
情
を
言
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
終
わ
る
。
作
品
の
時
系

列
に
お
け
る
現
在
と
十
吉
た
ち
の
物
語
現
在
の
問
に
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の

間
隔
が
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
掘
り
起
こ
さ
れ
た
「
古
い
骨
」
が

十
吉
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
作
品
の
現
在
か
ら
み
て
古
い
話
に

は
な
る
と
推
測
す
る
他
な
い
。
し
か
し
「
路
地
」
解
体
時
に
暑
さ
で
花

が
萎
れ
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
老
婆
た
ち
が
、
十
吉
が
生
き
て
い

た
時
代
に
も
老
婆
と
し
て
存
在
し
、
女
の
植
え
た
小
菊
の
匂
い
を
嘆
い

で
苦
情
を
こ
ぼ
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
語
ら
れ
方
で
あ
る
。
む
ろ
ん
作

品
に
お
け
る
現
在
は
、
あ
く
ま
で
暑
さ
で
花
が
萎
れ
て
い
く
さ
な
か
に

「
路
地
」
が
解
体
さ
れ
る
場
面
に
あ
り
、
小
菊
も
そ
う
し
た
運
命
に
あ

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

だ
が
、
萎
れ
た
花
の
よ
う
に
「
路
地
」
は
死
な
な
い
。
結
末
部
の
語

り
が
時
間
的
な
先
後
関
係
を
暖
昧
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
存
在
し
続
け
る
こ
と
は
出
来
る
。
た
と
え
形
を
変
え
よ
う

と
「
路
地
」
が
「
路
地
」
と
し
て
存
在
し
続
け
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
追
求
す
る
た
め
に
蓮
花
を
背
負
っ
た
十
吉
を
「
刺
青
の
蓮
花
」

に
お
い
て
復
活
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

四
、
お
わ
り
に

l
「
路
地
」
の
象
徴
と
し
て
の
蓮
の
花

十
吉
は
十
の
頃
に
路
地
を
出
て
、
背
中
に
朱
の
蓮
花
を
彫
っ
て
他
所

か
ら
戻
っ
て
く
る
。
た
だ
「
他
所
」
と
あ
る
だ
け
で
、
ど
こ
で
あ
る
か

は
作
品
中
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
朋
輩
の
同
じ
等
寸

の
三
人
」
は
「
い
ず
れ
も
近
畿
一
円
に
根
を
張
る
暴
力
組
織
の
一
員
に

身
を
陥
し
、
背
中
や
腕
に
て
ん
で
な
刺
青
を
彫
っ
て
い
る
」
が
、
「
三

人
共
、
そ
れ
ぞ
れ
の
暴
力
組
織
か
ら
一
切
お
と
が
め
な
し
に
、
足
を
洗

っ
て
戻
っ
て
き
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
暴
力
団
に
所
属
し
て

い
た
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
十
吉
に
は
な
い
緯
名
を
そ
れ
ぞ
れ

有
し
て
い
る
。
彼
ら
と
十
吉
は
ほ
と
ん
ど
年
が
違
わ
な
い
の
に
、
彼
ら

に
は
十
士
口
が
「
十
の
歳
ま
で
路
地
に
い
た
そ
の
記
憶
が
な
い
」
。

十
吉
の
主
張
で
「
遊
び
仲
間
の
中
に
、
色
の
極
端
に
白
い
子
が
居
た

気
が
し
は
じ
め
る
」
も
の
の
、
「
十
五
の
齢
で
生
き
る
活
力
を
尽
い
果

た
し
た
よ
う
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
思
い
つ
く
だ
け
で
あ
る
。
十
吉

は
ま
る
で
そ
こ
に
い
な
か
っ
た
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、

死
の
影
が
つ
き
ま
と
う
。

む
ろ
ん
「
残
り
の
花
」
の
主
人
公
と
は
同
名
異
人
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
仮
に
同
一
人
物
と
し
て
も
、
作
品
内
を

流
れ
る
時
間
の
先
後
関
係
で
は
、
「
刺
青
の
蓮
花
」
を
先
と
す
る
方
が

妥
当
た
ろ
う
。
そ
れ
で
も
十
吉
を
、
路
地
の
象
徴
で
あ
る
蓮
の
花
を
背

負
っ
て
物
語
の
中
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
人
物
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

路
地
に
い
た
記
憶
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
吉
が
彼
ら
の
中
に

と
け
込
ん
だ
の
は
背
中
に
彫
っ
た
刺
青
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
女

か
ら
四
つ
の
蛇
体
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
刺
青
に
よ
っ
て
十
吉
は
三

人
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
十
吉
が
他
所
か

ら
戻
り
、
路
地
の
若
衆
の
中
に
た
ち
ま
ち
溶
け
込
み
、
賛
嘆
の
的
に
な

っ
た
の
は
、
そ
こ
で
見
せ
た
背
中
の
蓮
花
の
刺
青
の
せ
い
だ
っ
た
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
三
人
以
外
の
路
地
の
若
衆
か
ら
も
刺
青
に
よ
っ
て
仲

間
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

し
か
し
、
こ
の
蓮
花
の
刺
青
は
決
し
て
共
同
体
に
溶
け
込
む
た
め
の

切
符
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
十
吉
が
刺

青
を
無
ぜ
る
手
が
気
色
悪
く
不
平
を
言
お
う
も
の
な
ら
、
「
わ
れ
、
ち

ょ
っ
と
え
え
物
、
彫
っ
と
る
と
思
て
」
と
小
突
か
れ
た
」
と
あ
る
よ
う

に
、
賛
嘆
の
対
象
と
な
る
刺
青
は
同
時
に
攻
撃
の
対
象
と
な
る
。
ま
た

女
は
性
の
戯
れ
の
な
か
で
十
吉
を
縛
り
た
が
り
、
理
由
を
問
わ
れ
る
と

「
何
か
赫
い
刺
青
み
と
っ
た
ら
、
そ
ん
な
気
に
な
っ
て
く
る
。
さ
っ
き

も
わ
ざ
と
爪
立
て
た
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
刺
青
が
攻

撃
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
作
品
末
尾
で
「
さ
さ
い
な
事
で
喧
嘩
に
な
っ

た
と
い
う
よ
り
、
十
吉
の
蓮
花
の
緋
に
肱
ん
だ
よ
う
に
」
喧
嘩
が
始
ま

っ
た
事
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

刺
青
と
は
い
わ
ゆ
る
ヤ
ク
ザ
や
チ
ン
ピ
ラ
の
あ
か
し
で
あ
り
、
刺
青

を
有
す
る
者
か
ら
は
仲
間
と
し
て
認
知
さ
れ
る
た
め
の
し
る
し
と
な
る

が
、
同
時
に
一
般
市
民
社
会
か
ら
は
排
除
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
同
時

に
こ
の
刺
青
は
性
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
先
に
触

れ
た
女
の
「
赫
い
刺
青
み
と
っ
た
ら
、
そ
ん
な
気
に
な
っ
て
く
る
」
と

い
う
発
言
に
も
見
て
取
れ
る
。
刺
青
は
女
の
情
欲
を
あ
お
り
、
や
が
て

十
吉
と
「
昼
日
中
か
ら
男
女
の
睦
み
合
」
い
を
繰
り
広
げ
る
事
に
な
る
。

十
士
口
自
身
「
女
の
女
陰
に
入
っ
て
い
く
一
物
の
感
触
が
、
自
分
の
背
中

の
刺
青
の
蓮
花
の
花
弁
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
し
」
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
「
俺
の
刺
青
の
せ
い
で
、
は
よ
イ
た
と
言
う
ん
か
い
」
と
い
う

十
吉
の
問
い
か
け
に
、
フ
タ
マ
タ
の
タ
ツ
が
「
お
う
よ
」
と
答
え
て
い

る
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

蓮
や
蓮
池
は
、
中
上
の
後
記
作
品
群
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
路
地
」

と
「
路
地
」
の
起
源
の
象
徴
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
千
年

の
愉
楽
』
で
は
「
路
地
」
が
拡
大
す
る
過
程
で
蓮
池
が
埋
め
立
て
ら
れ

て
お
り
、
仏
の
花
で
あ
る
蓮
の
池
の
跡
に
立
つ
一
路
地
」
は
、
一
種
の

極
楽
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
は
同
時
に
度
な
め
し
を

し
た
場
所
で
も
あ
り
、
聖
な
る
も
の
と
穣
れ
た
も
の
が
同
時
に
存
在
す

る
豊
か
な
物
語
空
間
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
日
輸
の
翼
」
で
は
、
蓮
池

は
「
路
地
」
の
最
初
の
人
が
暮
ら
し
た
場
で
あ
り
、
「
路
地
」
開
閣
の

場
と
し
て
一
種
の
神
話
空
間
と
な
る
。
ま
た
「
讃
歌
」
に
お
い
て
上
野

の
不
忍
池
が
「
路
地
」
を
想
起
さ
せ
る
場
と
な
っ
た
り
、
「
路
地
」
が

「
蓮
の
池
の
故
郷
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
に
、
「
路
地
」
な

き
後
に
「
路
地
」
を
可
能
に
す
る
一
種
の
ト
ポ
ス
と
も
な
る
。
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「
奇
跡
」
に
お
い
て
も
蓮
花
は
「
路
地
」
を
象
搬
す
る
花
と
し
て
登

場
す
る
が
、
「
路
地
」
以
外
の
場
所
に
あ
る
蓮
池
が
「
路
地
」
を
想
起

さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
「
日
輸
の
翼
」
を
、
つ
け
た

「
讃
歌
」
か
ら
で
あ
る
。
十
士
口
が
刺
青
と
し
て
路
地
と
い
う
物
語
の
起

源
を
背
負
う
姿
は
、
「
異
族
」
に
お
い
て
満
州
国
と
い
う
物
語
と
と
も

に
青
あ
ざ
を
負
っ
た
男
た
ち
の
姿
と
も
重
な
り
合
う
。
十
吉
は
「
路
地
」

と
い
う
物
語
を
背
負
い
、
つ
る
ベ
差
し
と
い
う
不
吉
な
儀
式
に
よ
っ
て

ま
さ
に
「
路
地
」
の
外
部
へ
と
放
逐
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
「
刺
青
の
蓮
花
」
は
、
「
残
り
の
花
」
で
「
路
地
」
の

消
滅
を
経
験
し
た
上
で
、
「
路
地
」
消
滅
後
に
「
路
地
」
の
物
語
を
可

能
と
す
る
モ
チ
ー
フ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
作
品
で
あ
る
と
一
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
結
末
部
で
、
十
吉
は
止
ま
る
こ
と
な
く
流

れ
続
け
る
血
に
お
び
え
、
震
え
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ

ず
、
留
ま
る
こ
と
な
く
流
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
路
地
」
の
物

語
と
、
そ
れ
を
背
負
っ
た
も
の
た
ち
の
恐
怖
心
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
血
と
は
ま
た
物
語
で
あ
り
、
物
語
を
生
み
伝
え
て
い
く
も
の
で

も
あ
る
。

「
路
地
」
と
い
う
場
を
失
っ
た
物
語
が
放
逐
さ
れ
た
先
に
、
一
体
何

が
あ
る
の
か
。
中
上
は
こ
れ
以
降
、
際
限
な
き
移
動
を
テ
l
マ
と
し
た

作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。
「
刺
青
の
蓮
花
」
が
つ
る
べ
差
し
を
始
め

る
場
面
で
高
ま
っ
た
緊
張
と
と
も
に
閉
じ
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
終
わ

る
こ
と
の
な
い
模
索
の
時
代
を
前
に
し
た
作
者
中
上
の
緊
張
感
ゲ
乞
体
現

し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

注(
1
)
た
と
え
ば
、
表
題
作
「
重
力
の
都
」
「
残
り
の
花
」
「
ふ
た
か
み
」
は
盲

目
、
「
刺
青
の
蓮
華
」
は
刺
育
、
「
よ
し
ゃ
無
頼
」
に
は
盲
目
と
刺
青
の

両
方
の
モ
チ
ー
フ
が
現
れ
て
い
る
。

(2)
『
重
力
の
都
』
所
収
の
「
ふ
た
か
み
」
は
、
『
文
間
宇
界
』
一
九
八
五
年
二

月
号
に
「
現
代
日
本
の
短
編
」
と
い
う
特
集
の
一
環
と
し
て
発
表
さ
れ

て
い
る
c

(
3
)
金
井
景
子
三
重
力
の
都
』
|
練
の
あ
る
和
讃
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
別
冊
中
上
健
次
L

一
九
九
三
年
九
月
)
で
は
「
「
残
り
の
花
」
は

「
重
力
の
都
」
の
後
日
語
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
出
て
く

る
男
の
遺
骨
は
、
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
に
女
を
奪
い
合
っ
た
依
代
ど
も
が

相
打
ち
を
し
た
結
果
の
産
物
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
c

(
4
)
部
落
青
年
文
化
会
連
机
公
開
講
座
で
中
上
が
行
っ
た
講
演
で
は
、
第
一

回
講
座
「
物
と
言
葉
」
に
「
自
然
な
る
も
の
が
差
別
を
作
っ
て
い
る
。

自
然
な
る
も
の
が
被
差
別
部
落
を
作
っ
て
い
る
」
と
い
、
コ
発
一
一
言
が
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
自
然
」
と
は
自
明
の
前
提
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
な

く
存
在
す
る
枠
組
み
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
が
差
別
を
生
み
出
し
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
講
演
録
は
、
柄
谷
行
人
・
渡
辺
直
己
編
『
中
上

健
次
と
熊
野
』
(
二

C
C
C年
、
太
田
出
版
)
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を

参
照
し
た
ο
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