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木
引
一
日
は
、
六
朝
に
お
け
る

「
絡
」
に
た
い
す
る
「
巡
」
の
考
祭
に
あ
て
ら
れ

る
こ
と
が
序
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
耳
に
熱
し
た
言
葉
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な

い
け
れ
ど
も
、

「
格
」
と
は
淡
代
に
確
立
し
、
以
後
二
千
年
、
「
官
僚
支
配
階

級
の
政
治
桝
山
内
ご
と
な
っ

た
儒
数
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
ま
た

「
正
統
性
」
と
も
よ
び
か
え
ら
れ
て
い
る
(
三
九
七
頁
)
。
こ
の
「
絡
」
に
た
い

す
る
「
逸
」
、
す
な
わ
ち
「
逸
格
」
の
助
き
が
活
溌
に
な
っ

た
の
が
六
朝
に
お

い
て
で
あ
る
こ
と
は
、

著
者
と
と
も
に
示
認
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
若
者
に
よ
れ

ば
そ
れ
は
ま
ず
「
非
組
救
的
な
も
の
、
従
っ
て
非
政
治
的
な
も
の
」
(
一
六
七

頁
〉
と
し
て
の
老
荘
で
あ
り
、
老
荘
を
回
心
惣
的
被
抜
と
す
る
と
こ
ろ
の
道
教
で

あ
り
、
ま
た
老
荘
を
媒
介
と
し
て
受
容
さ
れ
た
俳
叙
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、

六
朝
は
人
聞
が
美
の
世
界
に
め
ざ
め
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
根
本
に
は
人
間
間

性
の
自
料
品
が
あ
っ
た
と
い
う
。
か
く
し
て
過
去
三
十
年
に
お
け
る
論
文
十
九
篇

が
、

一
、
道
政
思
想
、
二
、
老
荘
思
惣
、

三
、
仰
袋
思
想
、
四
、
思
怨
と
政
治
、

五
、
思
想
と
欝
術
、
六
、
六
朝
の
紛
糾
、
の
六
掌
に
按
配
配
列
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
各
章
の
タ
イ
ト
ル
を
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
内
容
は
多
面
的
、 著

包
括
的
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
近
代
工
業
技
術
に
お
け
る
機
桝
の
な
か
へ
の
人

間
の
埋
段
、
人
間
性
喪
失
の
問
題
に
ふ
れ
て
、
無
心
に
物
の
な
か
に
随
順
す
る

こ
と
に
よ
り
か
え

っ
て
物
の
理
を
向
己
の
が
わ
に
奪
い
と
り
、
針
戸製を
自
由
に

支
配
し
う
る
老
妊
の
自
然
の
立
場
の
優
位
を
論
じ
た

「
人
魚
と
目
然
」
の
ご
と

き
、
あ
ま
り
一周
の
こ
ら
な
い
文
章
も
収
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い

っ
て
も
躍
を
失

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
十
九
篇
の
う
ち
、
第

一
定
の
第

一
節
、
す
な
わ
ち
宅一
政
に
お
か
れ
た

「
道
孜
に
お
け
る
欲
望
肯
定
の
思
想
」
は
あ
ら
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
文
章
で

あ
る
。
著
者
の
考
え
で
は
、
中
閣
は
欲
望
肯
定
の
闘
で
あ
り
、
禁
欲
主
義
は
育

た
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
老
荘
な
い
し
道
叙
は
、
欲
濯
の
肯
定
、

そ
の
か
ぎ
り

な
き
充
貨
を
、
欲
望
の
伊
化
に
お
い
て
追
究
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
も
っ
。
老

荘
な
い
し
道
教
に
お
け
る
否
定
l
無
欲
何
淡
ー
は
貨
は
欲
掌
肯
定
の
た
め
の
否

定
で
あ
り
、
こ
の
否
定
の
ゆ
え
に
欲
望
の
伊
化
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
。
欲
望
の

伊
化
と
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
い
え
ば
、

「字
自
の
生
命
的
根
源

(
玄
道
)
と
紳

秘
的
に
合
一
し
、
事
H
H
を
そ
の
板
叫
に
突
破
し
て
、
超
現
貨
の
世
界
に
勇
附
す

る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
現
貨
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
現
質
の
な
か
へ
な

か
へ
と
浸
入
す
る
超
越
で
あ
る
た
め
に
、

「
内
在
的
超
越
」
と
よ
ば
る
べ
き
だ

と
い
い
、
そ
れ
は
ま
た
質
路
市
定
と
も
行
局
的
仮
定
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
超

現
貨
に
生
き
る
が
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
幻
想
的
で
あ
り
、
ま
た
道
数
の
な
か
か
ら

種
々
の
利
容
や
技
術
が
生
れ
た
こ
と
は
そ
の
紳
秘
主
義
と
閥
係
し
て
い
る
。
な

ん
と
な
れ
ば
宇
宙
の
根
源
と
一
位
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
宇
宙
の
機
密
を
自

由
に
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
宇
宙
制

と
し
て
汎
紳
論
的
哲
亭
が
必
要
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
民
衆
道
教
に
お
い
て
は

欲
望
の
期
化
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
つ
ま
り
否
定
の
論
理
が
は
た
ら
か

な
か
っ

た
た
め
に
、
現
世
利
盆

l
一
服
総
議
|追
求
の
宗
教
と
な
っ
た
。
云
々
。
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こ
の

一
篇
を
の
ぞ
い
て
は
、
す
べ
て
銃
後
表
の
論
文
に
い
く
ら
か
の
修
改
訂

を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
一
一
に
つ
い
て
の
紹
介
、
批
評
と
い
う
手

順
は
ふ
ま
な
い
で
お
き
た
い
が
、
右
に
示
さ
れ
た
著
者
の
観
鮎
が
他
の
諸
篇
に

お
け
る
重
要
な
テ
l

マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、

老
荘
と
悌
教
の
否
定
の
性
格
の
相
還
を
と
り
あ
げ
て
、

「
悌
数
の
否
定
は
、
初

め
に
現
質
か
ら
離
れ
、
完
全
に
離
脱
し
た
後
で
、
再
び
現
賞
に
還
っ
て
ゆ
く
。

そ
の
た
め
に
往
相
と
還
相
と
が
設
か
れ
る
。
老
荘
は
、
初
め
か
ら
現
賓
の
中
に

入
っ
て
ゆ
く
。
傷
つ
き
、
闘
い
、
あ
ら
ゆ
る
試
行
錯
謀
の
後
、
し
だ
い
に
針
象

の
質
細
胞
を
把
爆
し
、
そ
の
中
に
は
た
ら
い
て
い
る
法
則
に
随
順
し
て
ゆ
く
。
こ

の
よ
う
な
過
程
の
な
か
で
無
心
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
」
と
の
べ
ら
れ
た
論
旨

は
、
第
二
章
二
節
「
老
荘
の
資
践
.
否
定
」
に
お
い
て
詳
説
さ
れ
る
し
、
ま
た
第

三
章
に
牧
め
ら
れ
た
「
借
肇
の
併
数
思
想
」
、
「
慧
遠
の
方
外
思
想
」
等
に
お
い

て
も
、
六
朝
に
お
け
る
中
関
俳
教
の
展
開
の
跡
が
、
老
荘
の
否
定
と
例
数
の
否

定
|
老
妊
の
質
践
否
定
、
行
篤
的
否
定
に
た
い
し
て
、
知
を
も
っ
て
知
を
否
定

す
る
認
識
論
的
、
湖
沼
…
主
義
的
否
定
|
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る

の
か
、
そ
し
て

「
現
質
の
線
抵
を
な
す
質
在
」
が
い
か
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
か
、
か
か
る
硯
貼
の
も
と
に
具
健
的
、
歴
史
的
に
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
信
監
の
悌
叙
思
想
の
締
法
は
ど
の
よ
う
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。
信
肇
は
因
縁
説
に
よ
っ
て
物
〈
物
的
存
在

・
人

・
事
象
)
を
不
興
と
み

る
物
虚
観
の
う
え
に
た
ち
な
が
ら
も
、
非
現
質
的
な
思
想
と
な
ら
な
い
で
、
む

し
ろ
物
を
支
配
す
る
強
い
現
質
肯
定
の
立
場
に
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
虚

観
を
成
り
た
た
し
め
る
た
め
に
ひ
と
ま
ず
彼
岸
的
な
榊
の
立
場
に
出
な
が
ら
、

そ
こ
に
安
ん
ぜ
ず
、
老
荘
、
と
り
わ
け
郭
象
の
流
を
く
む
無
心
随
順
に
よ
る
物

我
同
根
の
恩
怨
に
よ
っ
て
、
此
岸
的
な
も
の
の
な
か
に
員
を
見
い
だ
そ
う
と
し

た
。
か
く
し
て
そ
れ
は
「
中
国
俳
談
に
と
っ
て
宿
命
的
な
万
向
を
示
す
も
の
」

で
あ
り
、

「
中
闘
の
風
土
に
卸
し
た
現
賓
的
な
宗
教
と
し
て
設
展
し
得
た
」
の

だ
と
い
う
。
一
方
、
慧
遠
が
桓
玄
に
た
い
し
て
沙
門
不
敬
王
者
の
立
場
を
堅
持

し
た
の
は
、
沙
門
が
宗
極
l
悌
数
的
質
在
!
の
追
求
に
生
き
る

「方
外
の
賓
」

の
自
覚
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
惹
速
の

い
わ
ゆ
る
宗
極
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
慧
遠
は

「
反
本
求
宗
者
、
不

以
生
累
其
紳
、
超
落
塵
封
者
、
不
以
情
累
其
生
、
不
以
情
累
其
生
則
生
可
滅
、

不
以
生
累
其
紳
則
一
柳
可
冥
、
実
紳
紹
境
、
故
謂
之
泥
垣
」
(
沙
門
不
敬
王
者
論
、

求
宗
不
順
化
)
と
、
生
の
否
定
が
沙
門
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
は
な
お
情
に
累
わ
さ
れ
な
い
生
、生
に
累
わ
さ
れ
な
い
一仰
が
あ
る
。

彼
の
い
う
否
定
は
反
本
求
宗
、
冥
紳
紹
境
で
あ
っ
て
、
老
荘
の
無
心
の
境
地
と

根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
仰
は
イ
ン
ド
的
に
無
自
性
と

し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
随
所
に
主
と
な
る
と
こ
ろ
の
内
在
的
性

格
を
も
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
叫
急
速
の
晩
年
に
は
、
羅
什
の
影
響
に
よ
っ
て

性
空
の
義
に
も
考
究
が
す
す
み
、
一
肺
に
つ
い
て
の
濁
自
の
開
明
が
な
さ
れ
た
。

「
紳
が
諸
法
の
中
に
は
た
ら
き
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
有
で
も
な
く
無
で
も
な

く
、
物
を
超
え
物
に
妙
れ
、
つ
ね
に
現
象
の
板
抵
と
な
っ
て
現
象
を
動
か
す
不

滅
の
主
健
で
あ
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
紳
は
物
に
内
在
す
る
と
と
も
に
、
性
空
思

想
に
よ
っ
て
物
か
ら
完
全
に
濁
立
す
る
性
絡
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ

り
、
か
く
し
て
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。
「
慧
遠
の
不
滅
の
一
肺

が
超
越
性
と
共
に
現
質
内
在
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
、
併
教
を
政
治
性
の

強
い
中
園
に
樹
立
す
る
た
め
に
重
要
な
原
理
と
な
っ

た
。
こ
の
原
理
の
ゆ
え
に

、
例
数
は
そ
の
超
越
性
を
保
ち
な
が
ら
、
而
も
政
治
的
激
化
の
本
と
な
っ
て、

本
末
一
鰻
的
に
調
和
的
な
世
界
観
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
:
:
:
」
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
純
粋
に
思
想
の
領
域
か
ら
、
政
治
、
枇
曾

と
関
連
す
る
思
想
の
領
域
へ
、
い
わ
ば
歴
史
的
な
領
域
へ
進
む
足
が
か
り
を
あ
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た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
六
朝
で
は
方
外
の
世
界
と
方
内
の
世
界
と
が
、
そ
の

内
外
の
ち
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
ら
ず
し
も
劉
立
の
関
係
に
あ
っ
た
の

で
は
な
く
、
雨
者
が
浸
透
し
あ
い
、
あ
え
て
い
え
ば
前
者
が
後
者
の
中
に
化
肉
す

る
、
そ
の
よ
う
な
附
係
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
は
や
い
時
期
に
示
唆
し
た
の
は
葛
洪
で
あ
っ

た
ろ
う
。
著
者

が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
葛
批
い
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、
現
質
的
な
治
世
の

世
界
の
恨
本
に
、
更
に
優
越
的
な
柿
仙
世
界
が
存
在
し
て
い
た
。
紳
仙
世
界
は

超
現
賀
で
あ
り
、
こ
の
超
現
質
こ
そ
彼
に
と
っ
て
は
異
質
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
道
は
唯
一
に
し
て
普
遁
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
た
る

紳
仙
世
界
も
、
末
た
る
現
質
世
界
も
、
と
も
に
一
貫
し
て
あ
る
も
の
」
(
「
葛
洪

の
政
治
思
想
と
世
界
観
乙
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
葛
洪
の
場
合
、
そ

れ
は
た
ん
な
る
ゾ
ル
レ
ン
、
希
望
の
表
白
、
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い

う
印
象
の
ぬ
ぐ
い
が
た
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
や
が
て
そ
れ
が
、

六
朝
的
世
界
の
生
き
た
現
貨
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

考
え
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
第
四
章
に
政
め
ら
れ
た
諸
篇
で
あ
る
。
た
と
え

ば
「
隠
巡
」
に
お
い
て
、
西
日
日
時
代
の
隠
巡
に
は
飢
世
な
る
が
ゆ
え
に
政
治
世

界
か
ら
逃
避
す
る
椴
力
へ
の
抵
抗
の
姿
勢
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
み
ず
か
ら
労

働
し
て
耐
乏
的
な
生
活
に
甘
ん
ず
る
風
l
中
闘
の
隠
迎
の
本
来
的山内
統
が
あ
っ

た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
ま
だ
方
外
と
方
内
と
は
き
び
し
く
針
立
し

あ
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
東
督
時
代
に
な
る
と
、
自
己
の
田

闘
に
い
な
が
ら
に
し
て
隠
れ
る
裕
か
に
し
て
幾
し
む
べ
き
隠
迎
、
自
適
主
義
の

隠
逸
が
主
流
と
な
る
。
し
か
も
彼
ら
は
道
徳
製
聞
の
保
持
者
と
し
て
王
朝
の
傘

敬
を
う
け
、
位
人
の
務
総
を
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
資
に
た
い
し
て
著
者
は
、

「そ
れ
は
一
見
逃
避
性
が
滞
ら
い
だ
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
質
は
門
閥
に

よ
る
貴
族
枇
曾
が
固
定
し
て
き
た
篤
に
起
っ
て
き
た
現
象
で
あ
り
、
祉
曾
そ
の

も
の
が
関
家
術
力
か
ら
逸
脱
し
て
き
た
と
も
見
ら
れ
る
」
と
説
明
を
あ
た
え
て

い
る
。
し
か
し
む
し
ろ
、
方
外
的
な
る
も
の
が
方
内
的
な
る
も
の
の
な
か
に
化

肉
す
る
に
い
た
っ
た
現
象
と
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
い
う
の
は
、

慧
遠
数
闘
の
あ
り
か
た
が
こ
の
よ
う
な
方
内
と
方
外
と
の
闘
係
を
い
っ
そ
う
よ

く
示
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
だ
し
数
回
は

際
逃
者
の
集
闘
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
さ
て
惹
遠
み
ず
か
ら
が
任
じ

た
「
方
外
の
賓
」
の
立
場
は
け

っ
し
て
方
内
と
矛
盾
樹
立
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
彼
も
葛
洪
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
立
場
に
た
っ
て
、

「
賞
在
を
執
る
例

数
が
本
で
あ
り
、
数
化
を
布
く
儒
教
は
末
で
あ
る
が
、
末
は
本
が
態
現
し
た
も

の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
中
闘
の
聖
人
は
仰
と
終
期
を
同
じ
く
す
る
」
、
「
教
化

の
本
を
執
る
興
正
の
例
数
数
闘
は
、
賞
品
係
閣
家
権
力
及
び
貴
族
の
経
済
的
援
助

を
得
て
存
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
(
一
九
八
頁
)
と
主
張
し
た
。
し
か
も
慧

遠
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
理
想
に
お
わ
ら
な
か
っ

た
。
劃一晶一速数
刷聞は

現
質
に
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
立
し
え
た
の
で
あ
る
。
葛
洪
の
世
界
観

が
「
図
家
機
力
と
削
判
決
し
て
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
の
に
た
い
し
、
慧
遠

は
「
槍
力
と

針
決
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
超
越
の
理
論
を

質
験
し
た
」
ち
が
い

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
段
仲
堪
‘
桓
玄
、
盛
一俗
、
劉
裕
た

ち
、
ま
た
朝
臣
や
地
方
官
た
ち
、
あ
る
い
は
後
秦
主
銚
興
ま
で
も
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
政
治
的
立
場
の
ち
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
ひ
と
し
く
慧
遼
に
錫
依
し
、
鹿

山
の
般
越
と
な
っ
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る

(「
慧
遠

数
闘
と
闘
家
機
カ
」
)
。

橿
越
の
側
に
は
、

質
際
的
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
、
鹿

山
数
闘
に
政
手
や
閣
時
際
外
交
上
の
問
題
の
施
理
の
役
割
(
沙
門
に
は
南
北
聞
の

自
由
な
往
来
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
せ
よ
〉
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
方
内
的
な
る
も
の
が
み
ず

か
ら
の
う
ち
に
方
外
的
な
る
も
の
を
包
誠
せ
ず
し
て
は
存
立
し
え
な
い
、
そ
の

ハ
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よ
う
な
世
界
の
構
造
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ

て
、
「
自
ら
方
外
の
賓
を
以
て
任
じ
、
俗
界
を
高
く
超
継
し
て
い
る
慧
遼
が
、

中
閣
の
南
北
は
も
ち
ろ
ん
、
速
く
西
域
地
方
に
ま
で
も
関
係
を
も
ち
、
殆
ん
ど

世
界
的
な
交
渉
を
有
し
て
い
た
こ
と
」
、
そ
の
こ
と
は
た
し
か
に
「
驚
異
に
値

い
す
る
」
け
れ
ど
も
、
し
か
し
む
し
ろ
私
に
は
、
慧
速
が
方
外
の
戸
廷
で
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
か
く
あ
り
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
慧
遠
数
闘

は
六
朝
に
お
け
る
方
内
と
方
外
と
の
捌
係
を
も
っ
と
も
顕
著
に
健
現
し
て
い
る

事
例
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
そ
の
頃
貼
に
た
つ
楚
遠
の
人
絡
が
あ
ず
か
っ
て
も
い

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
白
徐
の
六
朝
の
宗
数
数
聞
と
閥
家
と
の
あ
い
だ
に
も
、
お

お
か
れ
す
く
な
か
れ
相
似
の
閥
係
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え

ば
冠
謙
之
と
北
貌
王
朝
と
の
閥
係
は
ど
う
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
閥
心
が

こ
こ
か
ら
仮
生
し
て
く
る
。

方
外
的
な
る
も
の
の
方
内
的
な
る
も
の
の
中
へ
の
化
肉
、
そ
れ
は
首
然
、
園

家
機
力
の
質
的
後
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
闘
家
地
力
を
直
援

に
に
な
う
貴
族
士
大
夫
の
精
紳
の
あ
り
か
た
に
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
際
巡

の
愛
好
、
ま
た
詳
し
く
紹
介
す
る
除
裕
を
も
た
な
い
が
第
四
章
四
節
「
吏
事
」

に
説
か
れ
た
吏
事
蔑
蹴
の
態
度
、
第
六
章
に
描
き
だ
さ
れ
た
多
様
な
る
個
性
、

こ
と
に
「
通
」
や
「
逮
」

等
々
。
右
に
の
ベ

た
槻
駄
に
た
つ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら

は
た
ん
に
「
非
政
治
性
」
の
一
語
で
は
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
た
ち
い
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
私

自
身
と
し
て
も
将
来
に
の
こ
す
ほ
か
は
な
い
が
、

と
こ
ろ
で
彼
ら
の
高
踏
の
精

一
仰
が
、
一
面
で
は
ま
こ
と
に
危
い
存
在
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ

と
は
や
は
り
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
皐
間
道
徳
の
保
持
者
で
あ
る

と
い
う
隠
逸
の
自
負
は
、
一
持
し
て
傷
倣
に
嬰
じ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た

著
者
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
『
妊
子
』
、
と
り
わ
け
郭
象
の

自
然
の
思
想
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
も
と
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
自
然
は

命
(
運
命
)
で
あ
り
、
必
然
で
あ
り
、
至
笛
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
の
だ
か
ら

(
一
四
三
頁
〉
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
が
政
治
思
想
と
し
て
機
能
す
る
と
き、

門
閥

貴
族
制
祉
曾
の
重
層
的
な
階
層
秩
序
を
維
持
す
る
役
割
を
に
な
う
こ
と
に
も
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
細
稿
「
六
朝
士
大
夫
の
精
紳
生
活
」

(
岩
波
講
座
、
世
界
歴
史
、
第
五
省
)
を
参
看
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

以
下
、
気
づ
い
た
駄
を
い
く
つ
か
記
し
て
お
き
た
い
。
邪
に
筆
林
園
が
立
て

ら
れ
た
の
を
石
虎
の
時
代
と
推
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
確
設
は
な
い
と
い
う

け
れ
ど
も
(
「
六
朝
の
庭
園
」
)
、
陸
知
酬
の
『
鄭
中
記
』
に
、
「
虎
以
五
月
後
五
百

里
内
商
人
、
肱
百
益
十
林
苑
、
至
八
月
、
天
暴
雨
雲
、
雪
深
三
尺
、
作
者
凍
死
数
千

人
・
:
」
と
明
設
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
他
に
も
郊
の
輩
林
闘
に
か
ん
す
る
断
片

的
記
事
が
い
く
ら
か
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
北
湾
書
』
租
挺
停
に
み
え
る

『
華
林
週
略
』
を
華
林
闘
の
地
簡
を
附
し
た
案
内
訟
の
ご
と
き
も
の
か
(
向

上
)
、
と
い
う
の
は
誤
解
で
あ
り
、
梁
の
武
帝
の
勅
命
に
よ
り
翠
士
た
ち
が
建

康
の
肇
林
園
に
お
い
て
編
纂
し
た
類
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
き
わ
め
て

は
や
い
時
期
に
北
湾
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
南
朝
文
化
に
た
い
す

る
北
朝
人
士
の
悩
僚
ぶ
り
を
一
示
す

一
史
貨
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
貌
菅
の
思
想

で
は
、
忠
と
孝
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
孝
を
最
上
の
徳
と
し
な
が

ら
、
ま
た
忠
も
寧
い
徳
と
さ
れ
て
い
た
、
と
論
、せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
(
「
貌

菅
に
お
け
る
徳
の
多
緩
性
に
つ
い
て
」
)
。
こ
の
論
旨
に
と
り
た
て
て
異
を
と
な

え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
忠
と
孝
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
郁

原
に
か
ん
す
る
話
柄
、
す
な
わ
ち
君
父
が
と
も
に
篤
疾
に
お
ち
い
り
、
も
し
薬

一
丸
し
か
な
い
と
き
に
は
、
君
を
救
う
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
父
を
救
う
べ
き

か
、
と
の
曹
歪
の
設
問
に
、
「
父
な
り
」
と
こ
た
え
た
話
柄
は
、
や
は
り
逸
す
べ

き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
ら
は
も
と
よ
り
こ
ま
か
な
過
設
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
反
針
に
、
設
き
お

よ
び
え
な
か

っ
た
論
鮎
の
な
か
に
、
こ
ま
か
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
傾
勝
に
あ
た

い
す
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
六
朝
知

識
人
が
政
治
の
質
務
を
下
級
の
小
吏
に
ゆ
だ
ね
た
と
こ
ろ
に
存
吏
毅
生
の
契
機

を
み
い
だ
し
た

「
吏
事
」

に
お
い
て
、
尽
円
吏
が
活
躍
す
る
に
は
脅
吏
が
日
常
に

接
す
る
庶
民
の
あ
い
だ
の
質
力
の
成
熟
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
待
吏
の
十

分
な
後
遥
は
宋
以
後
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
ま
た
第

六
章
三
節
「
個
性
」
に
み
え
る
つ
ぎ
の

一
文
の
ご
と
き
は
、
な
ん
で
も
な
い
こ
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