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恒
例
の
大
械
の
時
に
読
ま
れ
た
大
放
の
祝
詞
は
延
喜
式
に
収
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
定
説
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

文
章
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
が
恒
例
の
大
械
の
開
始
に
当
っ
て
制
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
放
の
儀
式
は
大
宝
令
に
始
め
て
み
え
て
お
り
、
記
録
に
残
っ

て
い
る
一
番
古
い
例
は
続
日
本
紀
に
み
え
る
大
宝
二
年
の
例
な
の
で
、
恒
例
の

大
放
が
開
始
さ
れ
た
の
は
大
宝
の
年
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
、

実
際
は
も
っ
と
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
続

日
本
紀
に
み
え
る
大
宝
二
年
の
例
は
、

大
宝
二
年
十
二
月
甲
寅
、
太
上
天
皇

r
持
崩
、
壬
成
刊
巴
廃
ニ
大
紋
「
但
東

西
文
部
解
除
如
レ
常

と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
大
放
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
上
天
皇
の
崩
御

の
た
め
に
停
止
さ
れ
た
と
い
う
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
放
が

停
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
大
放
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
居
宣
長
も
大
破
詞
後
釈
で

此
二
季
の
大
肢
は
、
い
づ
れ
の
御
代
よ
り
か
始
り
け
ん
詳
な
ら
ず
、
天
武
天

皇
紀
文
式
天
皇
の
始
め
ま
で
に
、
比
大
放
の
見
え
ざ
る
を
以
て
、
大
宝
の
御

定
め
な
り
と
は
決
め
が
た
し
、
是
は
年
毎
に
定
ま
れ
る
事
な
る
故
に
、
記
さ

れ
ざ
り
し
に
も
あ
る
べ
し
。

池

啓

子

田

と
述
べ
、
大
放
が
大
宝
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い

る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
大
放
は
大
宝
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
考

え
る
べ
き
で
、
そ
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
公
事
根
源
に

天
武
天
皇
の
御
時
よ
り
は
じ
ま
る

と
あ
り
、
祝
詞
考
に

六
月
十
二
月
の
大
放
の
詞
は
、
大
津
清
見
原
の
御
代
ら
（
天
智
天
武
両
朝
）

の
辞
な
り

と
あ
る
の
で
、
恒
例
の
大
放
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、
天
武
天
皇
の
朝
の
頃
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
恒
例
の
大
般
の
開
始
並
び
に
大
放
の
祝
詞
の
制
作
は
、
天

武
天
皇
の
朝
の
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
私
は
乙
の
恒
例
の
大
級

に
つ
い
て
次
の
二
点
の
見
解
を
持
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
青
木
紀
元
氏
は
恒
例

の
大
紋
は
放
の
規
模
を
拡
大
し
た
も
の
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な

く
、
艇
と
放
と
を
統
合
し
て
行
わ
れ
た
儀
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第

二
の
点
は
、
平
安
末
期
の
文
献
に
は
大
放
の
時
に
解
縄
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ

た
記
録
が
あ
る
が
、

ζ

の
解
縄
は
恒
例
の
大
放
が
始
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
放
の
祝
詞
の

天
津
菅
曾
乎
本
苅
断
末
苅
切
豆
、
八
針
爾
取
僻
目
、

と
い
う
所
に
あ
た
る
儀
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、

ζ

の



二
点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
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青
木
氏
の
、
恒
例
の
大
放
は
放
の
規
模
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説

は
、
氏
が
そ
の
著
書
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
の
「
ミ
ソ
ギ
・
ハ
ラ
ヘ
」
の
条

で
述
べ
て
お
ら
れ
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

ま
ず
、
被
と
放
の
関
係
に
つ
い
て
青
木
氏
は
、
一
般
に
は
古
事
記
伝
の
棋
と

放
は
一
体
の
も
の
で
、
広
義
の
放
の
中
に
棋
と
狭
義
の
械
が
含
ま
れ
る
と
い
う

説
に
従
う
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
棋
と
紋
は
最
初
は
別
の
物
で
あ
っ
て
、
後
に
大

放
の
慣
習
化
に
よ
っ
て
映
と
放
が
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
膜
と
放
が
も
と
別
の
物
で
あ
っ
た
と
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
棋
の
起
原
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
伊
邪
那
伎

大
神
の
阿
波
岐
原
の
穣
の
神
話
と
、
放
の
起
原
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
須
佐
之

男
命
の
千
位
置
戸
の
放
の
神
話
は
全
く
別
物
で
、
互
い
に
混
同
し
や
す
い
よ
う

な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
即
ち
、
阿
波
岐
原
の
棋
の
結
果
、
多
く
の
神
々

が
生
ま
れ
、
特
に
天
照
大
御
神
・
月
読
命
・
須
佐
之
男
命
の
い
わ
ゆ
る
三
貴
子
が

生
ま
れ
た
と
あ
る
の
は
、
棋
が
古
代
の
重
要
な
宗
教
儀
礼
で
あ
っ
た
ζ
と
を
示

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
艇
は
心
身
の
識
を
神
聖
な
水
に
よ
っ
て
洗
い
清
め
る
宗

教
的
儀
礼
で
あ
り
、
時
慨
を
清
め
、
ま
た
神
に
近
付
ζ

う
と
す
る
人
が
自
発
的
に
行

な
う
も
の
で
、
他
か
ら
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ζ

れ
に
対
し
て
、
放
は
罪

を
犯
し
た
者
に
放
え
つ
物
を
出
さ
せ
て
婦
の
煩
い
を
さ
せ
る
も
の
で
、
他
か
ら

科
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
事
記
本
文
の
阿
波
岐
原
の
艇
の
神
話
は
、

是
以
伊
邪
那
伎
大
神
認
、
吾
者
到
レ
於
日
伊
那
志
許
米
志
許
米
岐
比
一
語
。
被
国
一

而
在
郁
理
。
山
山
口
酔
故
、
吾
者
為
ニ
御
身
之
峡
一
而
、
到
引
坐
佐
一
紫
日
向
之
橘

小
門
之
阿
波
岐
州
諸
γ

原
一
而
、
機
械
也
。

と
あ
り
、
「
旗
放
也
」
と
い
う
語
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
「
ミ
ソ
ギ
ハ
ラ
ヒ
タ

マ
ヒ
キ
」
と
訓
む
の
で
は
な
く
、
「
ミ
ソ
ギ
シ
タ
マ
ヒ
キ
」
と
読
む
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
放
」
の
中
国
に
お
け
る
原
義
は
「
凶
悪
を
除
く
儀
礼
」
で

あ
る
か
ら
模
も
そ
の
中
に
は
い
る
わ
け
で
、
棋
に
「
襖
放
」
「
被
膜
」
と
い
う

熟
語
を
用
い
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
「
駿
」
の
字
を
日
本
で
は
罪
に
対
す

る
放
の
意
に
用
い
た
が
、
そ
れ
は
原
義
か
ら
離
れ
た
使
用
法
で
あ
る
と
し
て
、

艇
と
放
が
別
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
正
当
化
し
て
お
ら
れ
る
。

ζ

の
よ
う
に
し
て
綾
と
紋
と
が
別
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
次
に
万
葉

集
の
神
亀
四
年
作
の
歌
で
あ
る
。
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と
の
こ
つ
の
歌
に
は
棋
と
放
の
接
近
が
窺
わ
れ
、
乙
の
頃
か
ら
放
は
心
身
の
罪

識
を
清
め
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
、
棋
に
接
近
し
て
行
っ
た
と

し
、
そ
の
原
因
を
大
放
の
慣
習
化
に
帰
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大

政
は
個
人
の
罪
を
解
除
す
る
械
が
そ
の
規
模
を
拡
大
し
、
朝
廷
の
行
事
と
し
て

集
団
的
に
罪
の
放
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
は
臨
時
の
大
紋
か
ら
始
ま

っ
た
が
、
後
に
こ
れ
を
毎
年
六
月
十
ニ
バ
の
晦
日
に
定
期
的
に
行
う
よ
う
に
な

っ
て
、
恒
例
の
大
紋
が
成
な
し
た
。
乙
の
恒
例
の
大
紋
で
読
ま
れ
る
祝
詞
に
は

始
終
罪
の
こ
と
を
述
べ
た
て
て
、
械
に
つ
い
て
は
一
一
7
pも
触
れ
て
い
な
い
か

ら
、
大
紋
は
罪
の
解
除
を
日
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

大
破
は
元
来
罪
の
集
問
的
な
政
で
あ
っ
た
が
、
大
政
の
慣
習
化
に
伴
な
っ
て
、



次
第
に
紋
の
本
義
か
ら
離
れ
て
も
っ
と
隠
微
な
精
神
的
不
浄
、
な
い
し
は
身
体

的
不
祥
の
除
去
と
い
う
意
味
が
表
面
に
出
て
き
た
。
か
く
し
て
大
放
の
慣
習
化

に
伴
な
っ
て
放
に
対
す
る
人
々
の
受
け
取
り
方
が
変
化
し
、
放
は
心
身
の
罪
放

を
清
め
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
綾
に
接
近
し
て
行
っ
た
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

以
上
の
青
木
氏
の
説
に
お
い
て
、
膜
と
放
が
別
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
全

く
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
候
・
放
の
混
同
が
大
放
の
慣
習
化
か
ら
生
じ
た
も

の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
私
は
、
棋
と
放
を
統
合
し
た
の
が
恒
例
の
大
政
で

あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
臨
時
の
大
放
の
方
は
最
初
放
の
規
模
を
拡
大
し

て
罪
の
放
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
恒
例
の
大
紋
は
心
身
の

械
を
神
聖
な
水
に
よ
っ
て
洗
い
清
め
る
宗
教
的
儀
礼
で
あ
る
挟
と
、
罪
を
犯
し

た
者
に
赦
え
つ
物
を
出
さ
せ
て
罪
の
臆
い
を
さ
せ
る
と
い
う
絞
と
を
一
緒
に
し

て
始
め
ら
れ
た
儀
式
ゆ
え
に
、
恒
例
の
大
紋
に
よ
っ
て
放
い
や
ら
れ
る
も
の
が

自
－

罪
と
械
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由

に
つ
い
て
次
に
述
べ
て
み
た
い
。

先
に
、
青
木
氏
は
祝
詞
に
は
始
終
罪
の
こ
と
を
述
べ
た
て
て
械
に
つ
い
て
は

二
百
も
触
れ
て
い
な
い
か
ら
、
大
般
に
よ
っ
て
被
い
や
ら
れ
る
も
の
は
罪
だ
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
が
、
祝
詞
に
大
紋
で
紋
い
や
る
罪
を
天
津

罪
・
国
津
罪
と
に
分
け
て
具
体
的
に
列
挙
し
て
あ
る
所
に
は
、
人
間
の
犯
し
た

罪
以
外
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
大
放
の
祝
詞
で
天
津
罪
と
国
津
罪
と
を
具

体
的
に
列
挙
し
て
い
る
所
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

天
之
益
人
等
我
、
過
犯
特
雑
々
罪
事
波
、
天
津
罪
止
、
畔
放
・
溝
埋
・
樋

放
・
頻
蒔
・
串
刺
・
生
剥
・
逆
剥
・
尿
戸
、
許
許
太
久
乃
罪
乎
、
天
津
罪
止

法
別
問
国
津
罪
止
、
生
膚
断
・
死
膚
断
・
白
人
・
胡
久
美
・
己
母
犯
罪
・

己
子
犯
罪
・
母
輿
レ
子
犯
罪
・
子
奥
レ
母
犯
罪
・
畜
犯
罪
・
昆
虫
乃
災
・
一
両
津

神
乃
災
・
高
津
鳥
災
・
畜
介
志
、
盛
物
為
罪
、
許
々
太
久
乃
罪
出
武
。

こ
こ
で
天
津
罪
と
し
て
列
挙
し
て
あ
る
も
の
は
問
題
な
い
が
、
国
津
罪
と
し
て

列
挙
し
て
あ
る
も
の
の
中
に
は
罪
以
外
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
国
津
罪
と

し
て
列
挙
し
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
種
々
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
根
本
の
意
味
は
皆
同
じ
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
次
に
国
津
罪
と
し
て
列
挙

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
に
よ
っ
て
一
応
の
説
明
を
し
て
み
た

注
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「
生
膚
断
・
死
膚
断
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
生
き
た
も
の
の
膚
を
断
ち
傷

つ
け
る
こ
と
、
後
者
が
屍
に
傷
つ
け
る
こ
と
な
ど
、
他
に
も
幾
つ
か
の
解
釈
の

仕
方
が
あ
る
が
、
共
に
人
間
の
身
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
と
い
う
点
で
は
一
致
し

て
い
る
。
「
白
人
・
胡
久
美
」
に
つ
い
て
は
、
「
白
人
」
を
白
っ
子
、
皮
膚
の

一
部
が
白
色
に
変
ず
る
病
、
「
胡
久
美
」
を
賛
肉
、
身
体
に
結
節
の
生
ず
る
瀬

を
病
む
人
な
ど
の
皮
膚
病
、
あ
る
い
は
白
瀬
黒
癒
の
天
刑
病
と
し
て
、
病
気
と

す
る
解
釈
の
し
か
た
が
あ
る
。
以
上
は
普
通
の
解
釈
の
仕
方
で
あ
る
が
、
次
の

よ
う
な
異
説
も
あ
る
。
即
ち
、
祝
詞
考
に
は
荷
回
春
満
の
説
を
引
い
て
、
「
白

人
・
胡
久
美
」
を
新
羅
人
高
麗
人
を
指
す
も
の
と
し
、
下
文
の
母
子
相
姦
の
事

へ
係
る
も
の
と
解
し
、
か
〉
る
破
論
の
行
い
は
我
が
固
に
な
い
所
で
、
帰
化
人

の
聞
に
そ
の
よ
う
な
行
い
も
あ
っ
た
の
で
、
大
赦
で
放
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
あ

り
、
弊
蒙
に
は
白
日
床
興
の
義
と
あ
る
。
し
か
し
、
祝
詞
考
と
排
蒙
の
説
は
、

次
回
氏
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
類
似
音
に
よ
っ
て
付
会
し
た
も
の
で
、
取

る
に
足
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
己
母
犯
罪
・
己
子
犯
罪
・
母
奥
レ
子
犯
罪
・

子
輿
レ
母
犯
罪
」
は
姦
淫
の
罪
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
「
畜
犯
罪
」

は
、
皆
古
事
記
仲
哀
記
の
国
の
大
放
の
所
に
み
え
る
「
馬
婚
・
牛
婚
・
鶏
婚
」

に
当
る
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
、
家
畜
を
姦
す
界
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
「
昆
虫
乃
災
」
に
つ
い
て
は
、
虫
の
も
た
ら
す
災
害
と
い
う
点
で
一
致
し
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て
い
る
。
「
高
津
神
乃
災
」
に
つ
い
て
は
水
早
を
指
す
と
か
、
雷
神
慧
星
等
の

変
災
と
か
、
禍
津
日
神
の
災
と
か
、
そ
の
他
種
々
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
は

っ
き
り
し
た
と
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
そ
れ
が
災
害
を
指
す
も
の
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「
高
津
烏
災
」
に
つ
い
て
も
天
を
飛
ぶ
烏
の
も
た

ら
す
災
と
か
、
天
狗
等
の
悪
神
の
災
な
ど
と
種
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
災

害
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
「
畜
A
H
志
、
盛
物
為
罪
」
に
つ
い
て
は
、

と
れ
を
一
つ
の
罪
と
す
る
説
と
、
「
畜
作
志
」
と
「
盛
物
為
罪
」
と
の
二
つ
の

罪
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
呪
術
に
よ
っ
て
人
に
害
を
及
ぼ

す
行
為
を
指
す
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。

以
上
の
説
明
か
ら
、
国
津
罪
の
中
で
「
生
膚
断
・
死
膚
断
・
己
母
犯
罪
・
己

子
犯
罪
・
母
興
レ
子
犯
罪
・
子
興
レ
母
犯
罪
・
畜
犯
罪
・
畜
朴
志
、
愚
物
為
罪
」

は
人
聞
が
犯
し
た
罪
で
あ
り
、
「
白
人
・
胡
久
美
」
は
病
で
あ
り
、
「
昆
虫
乃

災
・
高
津
神
乃
災
・
高
津
烏
災
」
は
災
害
で
あ
る
と
き
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
恒
例
の
大
放
で
は
、
人
聞
が
犯
し
た
罪
と
病
と
災
害
が
放
い
や
ら
れ

た
と
言
う
ζ
と
が
で
き
る
が
、
病
と
災
害
に
つ
い
て
は
病
・
災
害
そ
の
も
の
を

被
う
の
で
は
な
い
。
上
代
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
も
の
か
ら
識
が
生
じ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
災
禍
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
械
を

被
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
恒
例
の
大
放
で
被
い
や
ら
れ
た
も
の
は
罪
と

裁
で
あ
っ
た
と
言
う
ζ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
津
罪
の
中
に
は
罪
と

磯
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
恒
例
の
大
破
で
以

い
や
ら
れ
る
も
の
が
罪
だ
け
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
恒
例
の

大
破
で
放
い
や
ら
れ
る
も
の
が
罪
だ
け
で
は
な
く
て
、
放
の
対
象
と
な
る
罪
と

棋
の
対
象
と
な
る
裁
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
恒
例
の
大
放
を
棋
と
般
を
統

合
し
て
始
め
ら
れ
た
儀
式
で
あ
る
と
考
え
る
一
つ
の
根
拠
と
な
る
と
考
え
ら
れ

ゆ＠。

次
に
、
大
放
の
祝
詞
の
文
章
を
み
る
と
、
「
絞
給
比
清
給
」
と
い
う
文
章
が

数
ケ
所
に
出
て
く
る
が
、
恒
例
の
大
放
が
放
の
規
模
を
拡
大
し
た
も
の
な
ら

ば
、
「
清
給
」
と
い
う
意
味
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
恒
例
の
大
紋
に
は
棋
の
儀

式
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
乙
そ
、
「
清
給
」
と
い
う
意
味
も
成
り
立
つ

と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
恒
例
の
大
放
の
時
に
行
わ
れ
た
儀
式
の
内
容
か
ら
も
一
宮
守
え
る
。
大
級

の
祝
詞
に
は
、

天
津
金
木
乎
、
本
打
切
末
打
断
亘
、
千
座
置
座
爾
置
足
問
団
山

と
い
う
文
章
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
須
佐
之
男
命
の
千
位
置
戸
の
故
事
に
基
づ
い

て
、
実
際
に
恒
例
の
大
放
の
時
に
行
わ
れ
た
儀
式
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大

般
の
祝
詞
の
最
後
に
は
、

四
国
ト
部
等
、
大
川
道
繭
持
退
出
豆
、
放
却
止
宣
。

と
あ
り
、
儀
式
が
終
る
と
四
国
の
卜
部
等
が
罪
識
を
移
し
た
も
の
を
川
へ
流
し

棄
て
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
恒
例
の
大
破
で
は
‘
天
津
金
木
を
千
座
誼
座

に
置
き
足
ら
わ
ず
と
い
う
、
放
の
起
原
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
須
佐
之
男
命
の

千
位
置
度
の
故
事
に
基
づ
く
儀
式
と
と
も
に
、
儀
式
が
終
っ
た
後
、
罪
械
を
移

し
た
も
の
を
川
へ
棄
て
る
と
い
う
棋
の
儀
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
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次
に
、
臨
時
の
大
放
の
変
遷
か
ら
も
言
え
る
。
臨
時
の
大
放
の
初
見
は
古
事

記
の
仲
哀
記
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
天
皇
が
神
の
託
宣
を
信
じ
な
か
っ
た
と
い

う
罪
を
犯
さ
れ
た
た
め
、
神
の
怒
り
に
触
れ
て
崩
御
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
神
の

怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
問
中
に
あ
る
、
人
々
が
犯
し
た
罪
の
放
を
行
っ
た
の
で

あ
り
、
本
来
の
肢
の
獲
が
窺
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
式
天
皇
の
朝
以
後
の
臨

時
の
大
紋
は
、
恒
例
の
火
以
と
同
じ
く
罪
や
績
を
放
い
清
め
る
意
味
で
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
川
叩
ち
、
古
事
類
苑
に
挙
げ
て
あ
る
臨
時
の
大
械
の
例
を
み



る
と
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω、
神
社
へ
使
者
を
出
す
場
合
。

ω、
災
禍
や
流
行
病
等
の
災
が
生
じ
た
場
合
。

ω、
触
械
が
あ
っ
た
場
合
。

ω、
喪
が
あ
け
た
場
合
。

ω、
周
忌
の
斎
会
を
行
っ
た
場
合
。

刷
、
不
吉
な
兆
が
現
わ
れ
た
場
合
。

川
、
造
築
を
し
た
場
合
。

刷
、
天
皇
が
御
病
気
を
さ
れ
た
場
合
。

仰
、
左
遷
を
し
た
場
合
。

師
、
罪
人
を
赦
免
し
た
場
合
。

帥
、
罪
人
を
配
流
し
た
場
合
。

ζ

の
よ
う
に
、
天
武
天
皇
の
朝
以
後
の
臨
時
の
大
肢
は
、
罪
だ
け
で
な
く
放
が

生
じ
た
場
合
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
罪
の
放
と
い
う
意
味
で
行
わ
れ
た
も
の
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
皆
、
罪
あ
る
い
は
械
を
放
い
清
め
る
た
め
に

行
わ
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
臨
時
の
大
放
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
は
、
罪
と
識
を
紋
い
や
る
恒
例
の
大
紋
が
始
ま
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
臨
時
の
大
肢
の
変
遷
か
ら
逆
に
、
恒
例
の
大
政
で
放
い
や
ら
れ

る
も
の
が
罪
と
械
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
青
木
氏
の
恒
例
の
大
紋
は
放
の
規
模
を
拡
大
し
た
儀
式
で
あ
る
と

す
る
説
を
批
判
す
る
根
拠
で
あ
り
、
大
放
を
穣
と
放
を
統
合
し
て
始
め
ら
れ
た

儀
式
と
考
え
る
理
由
で
あ
る
。

（二）

大
政
の
祝
詞
の
中
ほ
ど
に

天
作
官
事
以
日
一
、
大
中
日
、
天
津
金
木
手
、
木
打
切
末
打
断
司
一
、
千
座
間
座
爾

問
日
比
一
四
士
山
天
津
菅
曾
乎
、
木
苅
断
末
苅
切
ョ
、
八
針
爾
取
昨
日
一
天
津
祝
詞
乃

太
祝
詞
事
乎
官
一
札
。

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
文
章
の
中
の
「
天
津
菅
曾
乎
、
本
苅
断
末
苅
切
ヨ

八
針
爾
取
僻
豆
、
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
賀
茂
真
淵
と
鈴
木
重
胤
の
説
そ

次
に
挙
げ
た
い
。

ま
ず
、
真
淵
は
こ
の
部
分
は
割
い
た
菅
を
手
に
取
っ
て
、
塵
を
払
う
よ
う
に

す
る
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、

戎
人
の
い
へ
ら
く
、
放
に
は
、
一
撫
一
吻
の
事
有
、
解
縄
の
わ
ざ
あ
り
、
是

に
依
に
、
文
に
、
伊
吹
放
、
佐
須
良
比
、
紬
綱
解
放
、
天
津
金
木
、
八
針
な

ど
の
事
を
い
へ
り
け
む
と
、
真
淵
考
る
に
、
既
に
い
へ
る
如
く
、
政
身
潔
の

お
ζ
れ
る
事
、
神
代
に
あ
り
て
後
、
右
に
い
ふ
如
き
事
、
古
書
に
い
さ
さ
か

も
見
え
た
る
物
な
け
れ
ば
、
乙
の
説
ど
も
は
、
後
に
添
た
る
も
の
な
り

と
し
、
江
家
次
第
抄
の
東
廊
の
大
級
に
、

祝
師
着
レ
座
、
臨
ニ
模
詞
及
一
一
八
張
二
解
レ
縄
了
、
模
丁
、

ま
た
、
平
野
祭
の
「
宮
主
奉
一
一
仕
放
詞
一
」
と
い
う
所
の
細
書
に

到
コ
絞
清
之
庭
二
以
二
人
形
一
令
レ
吻
給
、
到
－
一
中
巨
放
詞
八
張
取
割
之
虎
一
解
レ

縄
給
畢
宮
主
退
出
、
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と
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
は
中
頃
の
陰
陽
ト
部
な
ど
が
付
け
そ
え
た
事
だ
と

説
明
し
て
い
る
。
次
に
、
鈴
木
重
胤
は
祝
詞
考
の
説
に
対
じ
て
、
「
天
津
宮
事

以
E
」
か
ら
「
天
津
祝
詞
乃
太
祝
詞
事
乎
宣
礼
」
ま
で
の
文
は
解
除
の
事
を
行

う
式
法
を
言
っ
た
条
だ
か
ら
、
今
一
く
そ
の
よ
う
な
事
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な

い
と
し
て
、
「
天
津
菅
曾
乎
云
々
」
は
御
績
の
儀
の
時
の
荒
世
和
世
及
び
天
下

の
人
々
が
荒
世
和
世
の
か
わ
り
と
し
て
戸
別
に
出
し
た
麻
一
条
、
以
上
の
物
を

贈
物
と
し
て
千
座
の
腎
座
の
上
に
同
足
わ
し
た
上
か
ら
塵
を
払
う
よ
う
に
放
う



こ
と
だ
と
し
、
こ
の
天
津
菅
曾
を
以
て
解
除
う
事
が
い
さ
さ
か
転
っ
て
、
「
及
ニ

八
張
一
解
レ
縄
」
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

以
上
の
説
に
対
し
て
、
私
は
解
縄
は
恒
例
の
大
放
が
始
め
ら
れ
た
当
初
か
ら

行
わ
れ
て
い
た
儀
式
で
あ
っ
て
、
「
天
津
菅
曾
乎
云
々
」
と
い
う
の
が
解
縄
の

こ
と
だ
と
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
古
事
類
宛
の
資
料
に
よ
る
と
、
恒
例
の
大

政
は
天
元
五
年
に
は
己
に
衰
退
の
兆
が
み
え
、
遂
に
応
仁
の
乱
以
後
は
廃
絶
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
衰
退
の
傾
向
に
あ
る
大
放
に
、
真
淵
が
言
う
よ

う
に
新
た
な
儀
式
が
加
え
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
商
閣
を
払
う

よ
う
に
絞
う
こ
と
と
解
縄
の
儀
式
と
の
間
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
何
ら
の

類
似
性
も
見
い
出
せ
な
い
か
ら
重
胤
の
説
に
も
従
え
な
い
。
解
縄
は
玉
海
に
、

至
ニ
高
天
原
一
解
一
一
解
縄
一

と
あ
る
の
で
、
先
の
江
家
次
第
の
記
録
と
合
せ
て
、
中
臣
が
読
む
祝
詞
の
詞
章

カ
高
天
原
爾
神
留
坐

に
き
た
時
か
ら
始
め
ら
れ

八
針
爾
取
僻
豆

に
き
た
時
に
は
終
る
よ
う
に
な
さ
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

そ
の
作
法
に
つ
い
て
は
神
道
名
目
類
衆
抄
に

ト
キ
ナ
ハ

解
縄
、
左
右
ノ
縄
二
筋
ヲ
案
上
ニ
設

皇
大
神
宮
年
中
行
事
に

件
縄
以
ニ
左
手
二
以
レ
右
て
口
ニ
ク
ハ
ヘ
解
レ
之

と
あ
り
、
縄
二
筋
を
左
右
の
手
で
持
っ
て
、
口
に
く
わ
え
て
解
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
乙
で
、
「
天
津
菅
曾
」
が
こ
の
二
筋
の
縄
の
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
「
天
津
菅
曾
」
の
「
菅
曾
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
菅
緒
と
す
る
説

と
清
麻
と
す
る
説
と
の
こ
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
曾
」
は
「
麻
緒
」
の
約
言
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
大
放
の
料
物
の
中
に
は
麻
は
あ
り
菅
は
な
い
が
、

万
葉
集
に
は
放
の
時
に
菅
を
用
い
た
歌
が
あ
り
、
菅
と
麻
の
両
方
が
放
の
時
に

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
、
「
菅
曾
」
は
「
菅
麻

緒
」
の
こ
と
で
、
菅
や
麻
で
作
っ
た
緒
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
解
縄
と
い
う
の
は
、
菅
あ
る
い
は
麻
で
編
ん
だ
緒
の
上
下
を
切
り
捨

て
た
も
の
を
、
八
針
に
取
り
裂
く
よ
う
に
幾
条
に
も
解
く
儀
式
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
解
縄
の
意
味
に
つ
い
て
は
釈
日
本
紀
に

解
縄
者
、
解
↓
一
謝
罪
一
之
義
也

倭
訓
菜
に

解
縄
は
中
臣
放
の
舶
艦
解
放
の
意

神
道
名
目
類
取
水
抄
に

放
ノ
具
ナ
リ

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
種
々
の
説
が
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い

が
、
際
と
般
に
関
す
る
神
話
に
は
ζ

の
解
縄
に
遥
じ
る
よ
う
な
も
の
は
見
い
出

せ
な
い
の
で
、
恒
例
の
大
政
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
罪
や
械
を
縄
に
解
き
付
け

る
と
い
う
意
味
で
始
め
ら
れ
た
儀
式
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
解
縄
の
儀
式
の
内
容
か
ら
考
え
て
も
、
そ
れ
が
恒
例
の
大
放

が
始
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
儀
式
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

ーも一

注

艇
と
放
が
一
緒
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
。
艇
と
放
が
均
等
に
取
り

入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
棋
の
「
放
を
清
め

る
」
と
い
う
意
は
全
面
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
放
の
方
は
「
罪

を
蹟
う
」
と
い
う
意
で
は
な
く
、
単
に
罪
に
関
す
る
と
い
う
点
だ
け

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
紋
の
祝
詞
の
文
章

に
「
放
給
比
清
給
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
臆
う
と
い
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う
意
味
は
な
い
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

賀
茂
真
淵
「
祝
詞
考
」
、
本
居
宣
長
「
祝
詞
後
釈
」
、
次
回
潤
「
祝

平
安
朝
に
お
け
る

目

次

「
に
ほ
ふ
」

第

一

章

序

論

第

二

章

本

論

て
平
安
朝
以
前
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て

二
、
用
例
に
つ
い
て

コ
一
、
対
象
か
ら
み
た
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て

付
視
覚
表
現
語
・
喚
覚
表
現
語
か
ら
の
考
察

白
「
か
を
る
」
と
の
関
連
性
か
ら
の
考
察

開
視
覚
表
現
語
・
哨
明
党
表
現
語
以
外
の
表
現
語
か
ら
の
考
察

第

一

ユ

章

結

論

補

註

第
一
章

「
に
ほ
ふ
」

序

三L>

""" 「
に
ほ
ひ
や
か
な
り
」
な
ど
も
含
む
）
と
い
う

（
「
に
ほ
ひ
」

ー弘之

詞
新
講
」
、
金
子
武
雄
「
延
喜
式
祝
詞
講
」
、
以
上
を
参
考
に
し

た。

に
つ
い
て

金

沢

巨EL
_R 

イt

話
は
、
奈
良
拐
に
お
い
て
宮
廷
関
係
・
貴
族
階
層
の
作
歌
に
多
く
用
い
ら
れ
、

感
覚
、
美
の
表
現
語
と
し
て
存
在
し
、
平
安
朝
に
入
り
、
同
じ
感
覚
美
の
表
現
語

と
し
て
も
、
よ
り
広
が
り
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
語
が
視
覚
・
唆
覚
な
ど
の
感
覚
美
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
広
く
中
古
の
文
学
に
興
味
を
も
っ
人
々
の
既
に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

又
、
こ
の
語
に
つ
い
て
、
諸
々
の
研
究
が
あ
り
、
当
大
学
に
お
い
て
も
、
二
冊

ほ
ど
あ
る
。
た
Y
こ
れ
ら
は
作
品
数
、
用
例
数
な
ど
の
点
で
狭
義
に
わ
た
っ
て

い
る
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
用
例
を
広
く
平
安
朝
作
品
二
十
一
に
求
め
て
、

当
時
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、
人

々
の
感
覚
美
に
ま
で
達
し
た
い
と
思
う
。
平
安
朝
人
の
美
意
識
の
究
明
ま
で
は

困
難
で
あ
ろ
う
が
、
せ
め
て
「
に
ほ
ふ
」
の
時
代
的
変
遷
な
り
と
も
究
明
で
き

た
ら
幸
い
と
思
う
。
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第
二
章

本

三、,,-,,, 

一
、
平
安
朝
以
前
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て


