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天
智
天
皇
が
崩
御
し
、
八
日
後
に
殯も
が
りの

儀
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
の
「
童わ
ざ

謡う
た

」
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
に
三
首
の
歌
謡
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
の
第
二
首
を
と
り
あ
げ
、
歌
の
構
成
と
構
文
と
に
つ
い
て
考
え
る
。
同
歌
に
対
す
る
現
在
の
一
般
的

な
理
解
は
、
上
代
語
の
表
現
の
あ
り
か
た
か
ら
見
て
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
、
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
問
題
の
第
二
首
は
、

　
1
　
臣お

み

の
子
の
　
八や

重へ

の
紐ひ
も

解と

く
　
一ひ
と

重へ

だ
に
　
い
ま
だ
解
か
ね
ば
　
御み

子こ

の
紐
解
く
　�

〔
紀
一
二
七
〕

と
い
う
歌
だ
が
、
参
考
ま
で
に
第
一
首
と
第
三
首
も
あ
げ
て
お
く
。
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2
　
み
吉え
し

野の

の
　
吉
野
の
鮎
　
鮎
こ
そ
は
　
島し
ま

辺へ

も
良え

き
　
え
苦
し
ゑ
　
水な

葱ぎ

の
下も
と

　
芹せ
り

の
下
　
吾あ
れ

は
苦
し
ゑ
　�

〔
紀
一
二
六
〕

　
3
　
赤あ

か

駒ご
ま

の
　
い
行ゆ

き
憚は
ば
かる

　
真ま

葛く
ず

原は
ら

　
何な
に

の
伝つ
て

言こ
と

　
直た
だ

に
し
良え

け
む
　�

〔
紀
一
二
八
〕

　
三
首
と
も
童
謡
だ
か
ら
、
事
態
や
状
況
を
そ
の
ま
ま
直
接
に
詠
み
込
ん
だ
歌
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
寓
意
が
あ
っ
て
、
歌
の
内
容
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
な
の
か
、
歌
句
は
具
体
的
に
何
を
さ
す
も
の
な
か
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　
新
編
古
典
全
集
で
は
、
第
二
首
の
1
に
つ
い
て
、

近
江
の
廷
臣
が
解
き
得
ず
に
、
大
海
人
皇
子
が
難
問
を
解
い
た
と
、
壬
申
の
乱
の
収
拾
を
予
言
し
た
諷
刺
歌
（
童
謡
）。
独
立
歌
謡

と
し
、
男
女
の
紐
解
き
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
歌
謡
一二六と
同
じ
く
、
皇
子
の
た
め
に
作
ら
れ
た
童
謡
。

と
解
説
し
、
歌
を
「
臣
の
子
が
八
重
に
結
ば
れ
た
紐
を
解
く
の
だ
が
、
そ
の
一
重
さ
え
も
ま
だ
解
か
な
い
の
に
、
御
子
が
紐
を
解
く
こ
と

よ
」
と
口
訳
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
新
の
『
日
本
書
紀
［
歌
］
全
注
釈
』（
大
久
間
喜
一
郎
編
）
で
は
、
歌
の
主
体
は
天
皇
に
仕
え
る
女
官

で
あ
り
、
当
時
の
大
臣
ら
が
近
江
方
で
は
な
く
大
海
人
皇
子
側
に
つ
い
た
こ
と
を
「
御
子
の
紐
解
く
」
と
言
っ
た
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
歌
を
「（
私
は
）
臣
の
子
の
八
重
に
結
ば
れ
た
紐
を
解
く
。
そ
の
一
重
さ
え
も
ま
だ
解
い
て
い
な
い
の
に
、
御
子
の
紐
を
解
く

こ
と
だ
」
と
口
訳
し
て
い
る
。

　
前
者
の
「
…
紐
を
解
く
の
だ
が
、」
と
い
う
口
訳
は
、
第
二
句
と
第
三
句
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
う
え
で
の
も
の
か
が
明

確
で
は
な
い
が
、
後
者
の
「
…
を
解
く
。」
と
い
う
口
訳
は
、
歌
の
構
成
を
二
句
切
れ
と
見
た
う
え
で
の
も
の
で
あ
る
。
二
句
切
れ
と
す

る
解
釈
は
、
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
の
「
廷
臣
ど
も
が
、
幾
重
に
も
結
ん
だ
貞
操
堅
固
な
紐
を
解
く
。
一
重
だ
け
も
ま
だ
解
か
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な
い
の
に
、
皇
子
様
が
、
い
ち
早
く
そ
の
紐
を
お
解
き
に
な
っ
て
我
が
者
に
さ
れ
る
」
と
い
う
口
訳
に
も
反
映
し
て
い
る
し
、
土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
の
「
臣
の
者
た
ち
（
近
江
朝
の
宮
臣
た
ち
）
が
八
重
の
紐
を
解
く
。
そ
の
一
重
で
さ
え
ま
だ
解
か
な
い
の
に
、
皇

子
（
大
海
人
皇
子
）
が
紐
を
解
い
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
い
う
口
訳
に
も
反
映
し
て
い
る
。
大
久
保
正
『
日
本
書
紀
歌
謡
』
で
も
、
二
句
切

れ
と
解
釈
し
て
い
る
。
結
局
、
1
の
歌
の
構
成
は
、
一
般
に
、

臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
。
一
重
だ
に
未
だ
解
か
ね
ば
、
御
子
の
紐
解
く
。

と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
上
代
語
の
構
文
か
ら
見
て
不
適
切
な
解
釈
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
構
成
の
も

の
だ
と
理
解
す
べ
き
可
能
性
が
大
き
い
。

臣
の
子
の
、
八
重
の
紐
解
く
一
重
だ
に
未
だ
解
か
ね
ば
、
御
子
の
紐
解
く
。

　
つ
ま
り
、
1
の
歌
は
二
句
切
れ
で
は
な
く
、
第
二
句
・
第
三
句
の
「
八
重
の
紐
解
く
一
重
だ
に
」
が
、「
八
重
の
紐
を
解
こ
う
と
す
る

そ
の
一
重
さ
え
も
」
と
い
う
意
味
的
な
ま
と
ま
り
を
な
す
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
句
切
れ
の
な
い
歌
だ
と
理
解
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
根
拠
に
つ
い
て
、
上
代
語
の
構
文
や
上
代
の
歌
の
表
現
を
見
な
が
ら
具
体
的
に
述
べ
る
。
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2

　
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
句
の
「
臣
の
子
の
」
は
構
文
面
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
に
は
、
こ
の
句
を
主
語
だ
と
す
る
も
の
と
連
体
修
飾
成
分
だ
と
す
る
も
の
と
の
、
二
種
の
見
解
が
あ
る
。
前
者
の

見
解
を
採
用
す
る
研
究
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
上
代
語
の
構
文
か
ら
見
て
、「
臣
の
子
の
」
は
主
語
だ
と
解
釈
し
、
そ
れ
を
、
第
二
句
の
末
尾
に
あ
る
「
解
く
。」
と
い
う
動

詞
が
承
け
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
不
適
切
で
あ
り
無
理
で
あ
る
。
主
語
の
「
…
の
」
に
し
ろ
「
…
が
」
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
助
詞

は
も
と
も
と
連
体
格
助
詞
な
の
で
あ
り
、「
奈
良
の8

山
」「
我
が8

国
」
の
よ
う
に
体
言
と
体
言
と
を
結
び
付
け
る
の
が
本
来
の
機
能
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
主
語
の
「
…
の
」「
…
が
」
を
、
動
詞
あ
る
い
は
動
詞
と
助
動
詞
の
結
合
体
が
承
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
表
現
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
動
詞
・
助
動
詞
の
あ
と
に
は
、「
人
の
言
ふ
時8

」「
吾
が
行
く
道8

」
の
よ
う
に
、
体
言
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
語
が
く
る
の
を
原
則

と
す
る
。
実
際
に
、
3
の
歌
謡
で
も
、「
の
」
を
伴
う
「
赤
駒
の
」
と
い
う
主
語
を
承
け
る
の
は
「
い
行
き
憚は

ば
かる

真ま

葛く
ず

原は
ら

」
で
あ
り
、「
い

行
き
憚
る
」
と
い
う
複
合
動
詞
の
連
体
形
が
「
真
葛
原
」
と
い
う
体
言
を
伴
っ
て
い
る
【
現
代
語
で
も
、
体
言
を
伴
っ
た
「
私
の
読
む
本
」
は

可
能
だ
が
「
私
の
読
む
。」
は
不
可
能
で
あ
る
。
上
代
語
と
中
古
語
で
は
、「
が
」
の
機
能
も
ま
っ
た
く
同
じ
状
況
に
あ
っ
た
】。

　『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
に
見
え
る
、
主
語
の
「
…
の
」「
…
が
」
を
動
詞
あ
る
い
は
動
詞
と
助
動
詞
の
結
合
体
が
承
け
る
類
例
を
、
参
考

ま
で
に
見
て
み
る
。
た
だ
し
、

　
Ⅰ
　「
吾
が
立
た
せ
ば
」〔
紀
七
五
〕
や
「
汝な

が
言い

へ
せ
こ
そ
」〔
六
三
〕
の
よ
う
に
、
主
語
の
「
…
の
」「
…
が
」
を
已
然
形
が
承
け
る
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も
の
。

　
Ⅱ
　「
何
と
か
も
愛う

つ
くし
妹
が
ま
た
咲
き
出
来
ぬ
」〔
一
一
四
〕
の
よ
う
に
、
主
語
の
「
…
の
」「
…
が
」
が
係
り
結
び
の
呼
応
の
な
か
に

包
含
さ
れ
る
も
の
。

の
二
種
に
属
す
る
例
は
、
今
の
問
題
と
は
別
に
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
挙
例
か
ら
除
外
す
る
【
次
に
あ
げ
る
諸
例
に
は
、「
其し

が
尽
く
る
ま

で
に
」〔
七
八
〕
の
例
と
「
吾
が
思
は
な
く
に
」〔
一
一
七
〕
の
例
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、「
ま
で
」
も
ク
語
法
も
文
法
的
に
は
体
言
の
資

格
を
も
つ
】。

「
弟お

と

織た
な

女ば
た

の8

項う
な

が
せ
る
玉
の
御み
す
ま
る統
の
」〔
二
〕、「
夷ひ
な

つ
女め

の8

い
渡
ら
す
迫せ

門と

」〔
三
〕、「
吾
が8

率ゐ

寝ね

し
妹
は
」〔
五
〕、「
吾
が8

待
つ
や

鴫し
ぎ

は
」〔
七
〕、「
大
物
主
の8

醸か

み
し
御み

酒き

」〔
一
五
〕、「
出
雲
建
が8

佩は

け
る
太
刀
」〔
二
○
〕、「
少
御
神
の8

…
…
奉ま
つ

り
来
し
御み

酒き

そ
」

〔
三
二
〕、「
吾
が8

行
く
道
に
」〔
三
五
〕、「
貴う
ま

人ひ
と

の8

立
つ
る
言
立
て
」〔
四
六
〕、「
磐い
は

之の

媛ひ
め

が8

お
ほ
ろ
か
に
聞
こ
さ
ぬ
末う
ら

桑ぐ
は

の
木
」

〔
五
六
〕、「
山や

ま

背し
ろ

女め

の8

木こ

鍬く
は

持
ち
打
ち
し
大お
ほ

根ね

」〔
五
七
・
五
八
〕、「
雌め

　ど
り鳥

が8

織
る
金か
な

機ば
た

」〔
五
九
〕、「
吾
が
夫せ

子こ

が8

来く

べ
き
夕よ
ひ

な

り
」〔
六
五
〕、「
吾
が8

愛め

づ
る
子
ら
」〔
六
七
〕、「
下
泣
き
に
吾
が8

泣
く
妻
、
片
泣
き
に
吾
が8

泣
く
妻
」〔
六
九
〕、「
我
が
大
君
の8

遊
ば
し
し
猪し
し

の
怒う
た
き
か
し
こ

声
畏
み
、
吾
が8

逃
げ
縁の
ぼ

り
し
在あ
り

峰を

の
上
の
」〔
七
六
〕、「
其し

が8

尽
く
る
ま
で
に
」〔
七
八
〕、「
吾
が8

欲ほ

る
玉
の
」

〔
九
二
〕、「
吾
が
大
君
の8

帯お

ば
せ
る
細さ
さ
ら紋

の
御
帯
の
」〔
九
七
〕、「
吾
が
大
君
の8

隠か
く

り
ま
す
天
の
八や

十そ

蔭か
げ

」〔
一
○
二
〕、「
吾
が8

飼

ふ
駒
は
」〔
一
一
五
〕、「
吾
が8

思
は
な
く
に
」〔
一
一
七
〕。

　
　
二
十
数
例
に
及
ぶ
こ
れ
ら
の
表
現
に
は
、
主
語
の
「
…
の
」「
…
が
」
を
終
止
形
が
承
け
た
も
の
が
一
例
も
な
い
。
調
査
を
『
古
事
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二

記
』『
萬
葉
集
』
に
ま
で
拡
大
し
て
も
、
右
の
類
例
が
増
加
す
る
だ
け
で
あ
り
、
結
果
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
主
語
の
「
…
の
」「
…

が
」
を
終
止
形
が
承
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
例
は
、
原
文
の
訓
じ
か
た
や
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
の
し
か
た
に
問
題
が
含
ま
れ
る
場
合

を
除
い
て
は
ま
ず
な
い
、
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
、
1
の
歌
の
主
語
で
あ
る
「
臣
の
子
の
」
を
、
第
二
句
の
「
解
く
。」
が
述
語
と
し
て
承
け
る
と
い
う
解
釈
は
、

ど
う
し
て
も
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
、「
臣
の
子
の
」
は
主
語
で
は
な
く
連
体
修
飾
成
分
で
あ
り
、「
子
」
に
下
接
す
る
「
の
」
は
所
有

格
の
そ
れ
だ
と
す
る
解
釈
が
出
て
く
る
。「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
」
が
意
味
的
な
ま
と
ま
り
を
な
す
名
詞
句
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
わ
け

だ
が
、
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
解
く
。」
の
主
語
に
あ
た
る
も
の
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
難
点
を
除

去
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
、「（
臣
の
子
が
）
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
。」
と
い
う
意
味
の
、
主
語
を
省
略
し
た
表
現
だ
と
解
釈
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。

　
こ
の
解
釈
を
と
る
あ
る
研
究
者
は
、
次
の
よ
う
な
類
例
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
4
　
み
つ
み
つ
し
　
来
目
の
子
ら
が
　
垣
本
に
　
植
ゑ
し
山は

じ

椒か
み

　
口
疼び
ひ

く
…
　�

〔
紀
一
四
〕

　
5
　
我
が
主ぬ

し

の
　
御み

霊た
ま

賜
ひ
て
　
春
さ
ら
ば
　
奈
良
の
都
に
　
召め

上さ

げ
た
ま
は
ね
　�

〔
万
五
・
八
八
二
〕

　
6
　
大
君
の
　
八
重
の
組
垣
　
懸か

か
め
ど
も
　
汝な

を
あ
ま
し
じ
み
　
懸
か
ぬ
組
垣
　�

〔
紀
九
○
〕

　
右
の
三
首
は
、
他
動
詞
が
構
成
す
る
「
植
ゑ
し
」「
賜
ひ
て
」「
懸
か
め
ど
も
」
が
述
語
に
な
っ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
述
語

を
承
け
る
主
語
は
、
意
味
的
に
「
来
目
の
子
ら
」「
我
が
主
」「
大
君
」
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
と
も
に
主
語
は
省
略
さ
れ
て
お
り
、「
来
目

の
子
ら
が
」「
我
が
主
の
」「
大
君
の
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
が
」「
の
」
は
連
体
格
の
助
詞
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。



『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
…
」
と
い
う
歌
（
佐
佐
木
）�

七
三

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
類
例
は
、
1
の
歌
の
「
解
く
」
を
文
末
に
位
置
す
る
終
止
形
だ
と
解
す
る
こ
と
と
、「
臣
の
子
の
」
を
連
体
修

飾
成
分
だ
と
解
す
る
こ
と
の
二
点
に
整
合
す
る
表
現
の
例
と
し
て
、
あ
え
て
探
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
類
例
で
は
、「
来
目

の
子
ら
が
」「
我
が
主
の
」「
大
君
の
」
な
ど
の
句
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
語
が
何
で
あ
る
か
が
自
然
に
わ
か
る
か
た
ち
に
な
っ
て

い
る
。
こ
と
さ
ら
に
歌
の
な
か
に
主
語
を
提
示
す
れ
ば
、
表
現
の
く
ど
い
、
不
自
然
で
特
異
な
文
脈
を
も
つ
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
れ
を
避
け
た
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
右
の
類
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
の

1
の
歌
は
、
天
智
天
皇
の
殯も

が
りの

時
に
童
謡
が
あ
っ
た
、
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
三
首
の
う
ち
の
第
二
首
で
あ
り
、
誰
の
こ
と
を
ど
の
よ

う
な
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
不
明
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
寓
意
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
の
も
当

然
で
あ
る
。
右
の
4
～
6
が
本
当
の
意
味
で
類
例
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

3

　
こ
の
よ
う
に
、
主
語
と
し
て
の
「
臣
の
子
の
」
を
、
第
二
句
の
「
解
く
。」
が
述
語
と
し
て
承
け
る
、
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
。

ま
た
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
「
臣
の
子
の
」
を
、
第
二
句
の
「
解
く
。」
が
承
け
る
、
と
い
う
解
釈
に
も
確
か
な
根
拠
が
な
い
。
だ
と

す
れ
ば
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
り
う
る
か
。

　
そ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
次
の
『
萬
葉
集
』
の
歌
で
あ
る
。

　
7
　
吾あ

が

恋こ
ふ

流る

　
千ち

重へ

乃の

一ひ
と

隔へ

母も

　
慰な
ぐ
さも
る
　
心
も
あ
り
や
と
　
家
の
あ
た
り
　
吾
が
立
ち
見
れ
ば
…
　�

〔
万
四
・
五
○
九
〕



『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
…
」
と
い
う
歌
（
佐
佐
木
）�

七
四

　
旅
に
出
て
い
る
男
が
、
家
に
残
し
て
き
た
妻
へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、「
吾
が
」
が
主
語
で
あ
り
、
そ
れ
を
承

け
る
述
語
が
、
連
体
形
の
「
恋
ふ
る
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
連
体
形
の
「
恋
ふ
る
」
に
は
、
体
言
の
「
千
重
」
を
含
む

「
千
重
の
一
重
も
」
と
い
う
表
現
が
続
い
て
い
る
。「
私
が
恋
う
る
（
つ
ら
い
気
持
ち
の
）
千
分
の
一
で
も
、
心
を
慰
め
る
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
と
」
と
い
う
、
期
待
を
最
小
限
に
お
さ
え
た
表
現
が
、「
吾
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
」
の
二
句
で
あ
る
。「
千
重
の
一
重
も
」
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
「
千
重
の
（
う
ち
の
、
た
っ
た
）
一
重
で
も
」
の
意
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
1
の
歌
の
場
合
も
、「
臣
の
子
の8

」
は
主
語
、
第
二
句
の
「
解
く
」
は
連
体
形
で
、「
八
重
の
紐
解

く
一
重
だ
に
」
は
「
八
重
の
紐
解
く
（
う
ち
の
、
た
っ
た
）
一
重
さ
え
」
の
意
だ
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
句
～
第
三
句
が
、

主
語
を
含
む
「
臣
の
子
が
、
八
重
の
紐
解
く
（
う
ち
の
、
た
っ
た
）
一
重
さ
え
も
」
の
意
で
あ
れ
ば
、
体
言
の
資
格
を
も
つ
「
一
重
」
と
い

う
語
が
「
解
く
」
の
あ
と
に
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
解
く
。」
と
い
う
か
た
ち
で
文
が
第
二
句
で
終
止
す
る
場
合
の
よ
う
な
、
構
文
上

の
難
点
も
無
理
も
な
い
。「
臣
の
子
の8

八
重
の
紐
解
く
一
重
だ
に
」
は
、
さ
き
に
引
用
・
列
挙
し
た
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
二
十
数
例

の
表
現
に
、
構
文
的
に
一
致
す
る
も
の
と
な
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
7
の
歌
の
「
恋
ふ
る
」
と
い
う
述
語
は
、
そ
の
主
語
で
あ
る
「
吾
が
」
に
続
い
て
い
る
が
、
1
の
歌
で
は
「
解

く
」
と
い
う
述
語
は
、
目
的
語
で
あ
る
「
八
重
の
紐
」
に
続
い
て
い
る
、
と
い
う
表
現
上
の
相
違
は
、
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
1
の
歌

の
「
八
重
の
紐
解
く
一
重
だ
に
」
も
ま
た
、
7
の
歌
の
「
吾
が
恋
ふ
る
千
重
の
一
重
も
」
と
同
様
に
、
最
小
限
の
事
態
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
で
あ
り
、
両
歌
の
表
現
の
も
つ
意
味
的
な
類
似
は
重
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
一
重
」
は
、「
主
語
＋
主
格
助
詞
＋
目
的
語
＋
述
語
（
連
体
形
）
＋
名
詞
」
と
い
う
複
雑
な
構
文
・
語
結
合

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
の
類
例
に
は
、「
安あ

太だ

人ひ
と

乃の

梁や
な

打
ち
渡
す
瀬
を
速
み
」〔
万
十
一
・
二
六
九
九
〕、「
吾
が
背
子
我が

ふ
さ
手



『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
…
」
と
い
う
歌
（
佐
佐
木
）�

七
五

折
り
け
る
を
み
な
へ
し
」〔
同
十
七
・
三
九
四
三
〕
そ
の
他
の
例
が
あ
り
、
決
し
て
例
外
的
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
1
の
歌
の
「
臣
の
子
の
、
八
重
の
紐
解
く
一
重
だ
に
未
だ
解
か
ね
ば
」
は
、「
臣
の
子
が
、
八
重
の
紐
を

解
こ
う
と
す
る
そ
の
一
重
さ
え
も
ま
だ
解
か
な
い
の
に
」
の
意
と
な
る
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
一
般
的
な
解
釈
が
も
つ
、
上
代
語
の

表
現
と
し
て
の
難
点
は
す
べ
て
解
消
す
る
。

　
さ
て
、
第
一
句
～
第
四
句
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
残
る
第
五
句
の
「
御
子
の
紐
解
く
。」
は
ど
の
よ
う
な
表
現
だ
と
理
解
す
べ
き
か
。

「
御
子
の
」
は
、
述
語
の
「（
紐
）
解
く
。」
が
承
け
る
主
語
だ
、
と
解
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
臣
の
子
の
」
と
い
う

主
語
を
「
解
く
。」
と
い
う
述
語
が
承
け
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　「
御
子
の
紐
解
く
」
に
対
す
る
妥
当
な
理
解
は
、
こ
れ
が
強
い
詠
嘆
を
表
す
連
体
形
止
め
の
表
現
で
な
い
限
り
、
た
っ
た
一
つ
し
か
な

い
。
そ
れ
は
、「
御
子
の
」
を
連
体
修
飾
成
分
だ
と
解
し
、「
解
く
」
を
「
解
け
る
」
と
い
う
意
味
の
下
二
段
活
用
・
自
動
詞
の
終
止
形
だ

と
解
し
て
、「
御
子
の
紐
は
（
容
易
に
／
や
す
や
す
と
）
解
け
る
」
の
意
だ
と
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
段
活
用
の
他
動
詞
も
、

下
二
段
活
用
の
自
動
詞
も
、
終
止
形
は
同
じ
く
「
解
く
」
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
第
二
句
・
第
四
句
に
用
い
ら
れ
た
「
解
く
」
は
と
も
に
他
動
詞
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
な
の
に
、
第
五
句
の
「
解

く
」
は
自
動
詞
だ
と
考
え
る
の
は
、
便
宜
主
義
的
で
あ
り
場
当
た
り
的
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
は
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
。

　
1
の
歌
で
は
「
臣
の
子
」
と
「
御
子
」
と
が
対
比
的
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。「
臣
の
子
が
、

八
重
の
紐
を
解
こ
う
と
す
る
そ
の
一
重
さ
え
も
ま
だ
解
か
な
い
」
と
い
う
事
態
と
の
対
比
効
果
が
顕
著
な
の
は
、「
御
子
が
紐
を
解
く

0

0

」

と
い
う
事
態
よ
り
も
、「
御
子
の
紐
は
（
容
易
に
／
や
す
や
す
と
）
解
け
る

0

0

0

」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
第
五
句
の
「
解
く
」

を
自
動
詞
だ
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
十
分
に
可
能
性
が
あ
る
。



『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
…
」
と
い
う
歌
（
佐
佐
木
）�

七
六

　
同
源
の
動
詞
で
は
あ
る
が
、
語
尾
の
異
な
る
「
寄
る
」
と
「
寄
す
」、「
明
く
」
と
「
明
か
す
」
が
一
首
の
な
か
に
共
存
し
た
実
例
が
あ

る
。

　
8
　
朝
な
ぎ
に
　
来き

依よ
る

白
浪
　
見
ま
く
欲
り
　
吾
は
す
れ
ど
も
　
風
こ
そ
不よ

令せ

依ね

　�

〔
万
七
・
一
三
九
一
〕

　
9
　
高
浜
に
　
支き

與よ

須す

留る

波
の
　
沖
つ
波
　
與よ

須す

と
も
與よ

良ら

志じ

　
子
ら
に
し
與よ

良ら

波ば

　�

〔
常
陸
風
土
記
〕

　
10
　
昼
は
　
日
の
暮
る
る
ま
で
　
夜
は
　
夜
の
明あ

く

流る

極
み
　
思
ひ
つ
つ
　
阿あ

可か

思し

つ
ら
く
も
　
長
き
こ
の
夜
を
　�

〔
万
四
・
四
八
五
〕

　
ま
た
、
同
源
の
自
動
詞
と
他
動
詞
が
共
存
し
、
そ
の
一
方
が
序
・
比
喩
を
構
成
し
た
例
は
、

　
11
　
押
し
照
る
　
難
波
の
崎
の
　
並
び
浜
　
並
べ
む
と
こ
そ
　
そ
の
子
は
あ
り
け
め
　�

〔
紀
四
八
〕

　
12
　
網
の
浦
の
　
海あ

ま

処を
と

女め

ら
が
　
焼や
く

塩し
ほ

の
　
思
ひ
そ
所や
く
る焼

　
吾
が
下
心
　�

〔
万
一
・
五
〕

　
13
　
谷
せ
ば
み
　
峯み

ね

辺へ

に
延は
へ
る有

　
玉た
ま

葛か
づ
ら　

令は
へ
て
し

蔓
之
あ
ら
ば
　
年
に
来
ず
と
も
　�

〔
万
十
二
・
三
○
六
七
〕

な
ど
あ
る
。
8
の
「
並
び
」
と
「
並
べ
」
と
の
相
違
は
わ
か
り
や
す
い
。
9
の
「
焼
く
」
は
四
段
活
用
の
他
動
詞
、
下
の
「
焼
く
る
」
は

「
焼
け
る
」
の
意
で
、
下
二
段
活
用
の
自
動
詞
で
あ
る
。
後
者
が
自
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
、「
所
焼
」
と
い
う
表
記
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
10
の
「
延
へ
る
」
は
、
原
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
「
延
ひ
あ
る
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、「
延
ひ
」
は
四
段
活
用
の
自
動
詞

で
あ
る
。
下
の
「
延
へ
」
が
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
、「
令
蔓
」
と
い
う
表
記
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
1
の
歌
と
同
じ
く
、「
解
く
」
の
自
動
詞
と
他
動
詞
が
共
存
し
た
実
例
も
あ
る
。



『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
…
」
と
い
う
歌
（
佐
佐
木
）�

七
七

　
14
　
い
ふ
か
り
し
　
国
の
ま
ほ
ら
を
　
つ
ば
ら
か
に
　
示
し
賜
へ
ば
　
嬉
し
み
と
　
紐
の
緒
解と
き

而て

　
家
の
ご
と
　
解と
け

而て

そ
遊
ぶ
…
　

�

〔
万
九
・
一
七
五
三
〕

　
15
　
昼
等と

家け

波ば

　
等と

家け

な
へ
紐
の
　
我
が
背
な
に
　
相
寄
る
と
か
も
　
夜
解
け
易や
す

け
　�

〔
万
十
四
・
三
四
八
三
〕

　『
萬
葉
集
』
に
は
、
自
動
詞
を
用
い
た
「
紐
解
く
」
が
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
、

　
16
　
草
枕
　
旅
の
紐ひ

も

解と
く

　
家
の
妹
し
　
吾
を
待
ち
か
ね
て
　
嘆
か
す
ら
し
も
　�

〔
万
十
二
・
三
一
四
七
〕

と
い
う
歌
の
「
紐
解
く
」
は
、
1
の
歌
の
「
紐
解
く
」
と
同
じ
く
、「
紐
が
（
自
然
に
）
解
け
る
」
と
い
う
意
味
の
自
動
詞
の
実
例
で
あ

る
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
、
1
の
歌
の
「
御
子
の
紐
解
く
」
を
「
御
子
の
紐
が
解
け
る
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
だ
と
判
断
さ
れ
る
。

4

　
結
局
、
1
の
歌
の
全
体
は
、
こ
と
ば
を
補
っ
て
口
訳
す
る
と
、

臣
の
子
が
、
八
重
の
紐
を
解
こ
う
と
す
る
そ
の
一
重
さ
え
も
ま
だ
解
か
な
い
の
に
、
御
子
の
紐
は
も
う
解
け
て
し
ま
っ
た
。



『
日
本
書
紀
』
の
「
臣
の
子
の
八
重
の
紐
解
く
…
」
と
い
う
歌
（
佐
佐
木
）�

七
八

と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
既
に
確
認
し
た
と
お
り
、
歌
意
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
上
代
語
の
構
文
か
ら
見
て

も
、
上
代
の
歌
の
あ
り
か
た
か
ら
見
て
も
、
難
点
と
い
っ
た
も
の
は
何
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
天
智
天
皇
が
崩
御
し
た
あ
と
、
近
江
方
の
廷
臣
が
す
ぐ
に
事
態
を
収
拾
す
る
策
を
講
じ
な
い
で
い
る
う
ち
に
、

大
海
人
皇
子
が
迅
速
に
行
動
し
て
、
結
局
は
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
予
言
的
に
諷
刺
し
た
歌
だ
、
と
理
解
す
る
の
が
妥

当
だ
ろ
う
。

�

（
日
本
語
日
本
文
学
科
　
教
授
）


