
意味化ゼロの言葉と歌

書
物
の
成
立
を
行
為
と
身
体
の
側
か
ら
考
え
る
と
き
、
「
古
事
記
』
序

文
が
自
ら
を
、
種
々
の
言
語
行
為
が
一
人
の
身
体
の
中
や
人
と
人
と
の
間

で
交
錯
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
幾
重
に
も
折
り
畳
ま
れ
て
い
る
書
物
と
し

て
演
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
着
目
に
価
す
る
。

猪
股
と
き
わ
は
、
世
界
が
「
敷
文
構
句
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る

（
「
古
事
記
』
序
文
の
）
現
代
か
ら
は
認
識
不
可
能
な
相
に
あ
る
「
上
古
」
「
先

代
」
を
、
天
武
天
皇
が
探
り
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

と
、
初
代
天
皇
神
武
と
天
武
と
い
う
「
古
事
記
』
作
成
に
と
っ
て
の
二
つ

の
始
ま
り
を
成
す
時
点
に
、
天
皇
が
「
歌
」
を
「
聞
」
く
と
い
う
行
為
を

置
い
て
い
る
こ
と
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
。
「
上
古
」
の
言
葉
の
音
声

を
字
の
「
音
」
か
ら
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
歌
」
の
心
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
天
武
天
皇
の
言
語
行
為
が
、
す
べ
て
を
字

の
「
音
」
で
書
く
「
歌
日
」
や
、
稗
田
阿
礼
の
「
調
」
の
根
拠
と
し
て
位

（１）

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
説
く
。

稗
田
阿
礼
が
、
字
を
目
で
見
つ
つ
天
武
天
皇
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
上

古
」
の
言
葉
の
音
声
を
耳
で
聞
き
、
心
に
勒
す
こ
と
で
「
上
古
」
の
言
葉

意
味
化
ゼ
ロ
の
言
葉
と
歌
三
品
泰
子

ｌ
『
古
事
記
』
の
地
名
起
源
「
訶
和
羅
」
と
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
の
歌
か
ら
Ｉ

一
字
の
「
音
」

特
集
・
書
物
ｌ
行
為
と
身
体
Ｉ

の
「
心
」
に
な
り
、
太
安
万
呂
の
前
で
字
か
ら
換
起
さ
れ
る
未
知
の
言
葉

を
口
に
発
す
。
安
万
呂
は
、
未
知
の
言
葉
と
化
し
た
既
知
の
字
を
書
く
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
序
文
が
提
示
す
る
行
為
と
身
体
を
受
け
、
本
文
は

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
言
語
と
し
て
体
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
大
山
守
を

戦
闘
で
殺
し
た
と
き
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
に
よ
っ
て
う
た
い
出
さ
れ
た

歌
と
、
前
触
れ
の
音
を
含
む
地
の
文
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二
「
訶
和
羅
鴫
」
と
「
弟
王
歌
日
」

力

ワ

ラ

「
訶
和
羅
之
前
」
と
い
う
地
名
の
起
源
と
な
っ
た
「
訶
和
羅
」
（
一
字
一

音
表
記
）
と
は
、
皇
位
を
め
ぐ
る
戦
闘
と
死
の
局
面
で
、
勝
者
・
ウ
ヂ

ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
の
武
器
「
鉤
」
が
、
敗
死
者
・
大
山
守
の
体
を
覆
う

よ
ろ
い

「
甲
」
を
引
き
掛
け
た
と
き
に
鳴
っ
た
と
い
う
音
を
呼
び
起
こ
す
字
で
あ

う（》Ｏ
於
是
、
伏
。
隠
河
邊
一
之
兵
、
彼
廟
此
廟
、
一
時
共
興
、
矢
刺
而
流
。

故
、
到
二
訶
和
羅
之
前
一
而
沈
入
〈
訶
利
鯛
ヨ
ヨ
Ⅲ
剴
司
〉
。
故
、
以
レ

知
波
夜
比
登
宇
暹 。
諾爾- 、

鉤
探
二
其
沈
虚
一
者
、
繋
二
其
衣
中
甲
一
而
、
訶
和
羅
鳴

宇
暹
能
和
多
理
迩
和
多
理
是
迩
多
亘
流
阿

夏
期
セ
ミ
ナ
ー

。
出
其
骨
一
之
時
、
弟
王
歌
日

巳。故、以レ

Ｏ型楜閏訓--噌調沼。望引『
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豆
佐
由
美
麻
由
美
伊
岐
良
牟
登
許
許
呂
波
母
閑
杼
伊
斗
良

牟
登
許
許
呂
波
母
閑
杼
母
登
幣
波
岐
美
哀
浪
母
比
傳
須

惠
幣
波
伊
毛
哀
瀕
母
比
傳
伊
良
那
祁
久
曾
許
爾
浪
母
比
傳

加
那
志
祁
久
許
許
爾
溌
母
比
傳
伊
岐
良
受
曾
久
流
阿
豆

佐
由
美
麻
由
美

か
な
た
こ
な
た
も
る
と
も

〈
是
に
、
河
の
邊
に
伏
し
隠
り
し
兵
、
彼
廟
此
廟
、
一
時
共
に
興
り
て
、

か
わ
ら
の
き
き

矢
刺
し
て
流
し
き
。
故
、
訶
和
羅
之
前
に
到
り
て
沈
み
入
り
き
く
訶

か
ぎ

和
羅
の
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
〉
・
故
、
鉤
を
以
て
其
の
沈
み
し
虚
を

よ
る
ひ
か
か

か
わ
ら

探
れ
ば
、
其
の
衣
の
中
の
甲
に
繋
り
て
、
訶
和
羅
と
鳴
り
き
。
故
、

か
ば
ね

其
地
を
號
け
て
訶
和
羅
前
と
謂
ふ
。
爾
く
し
て
、
其
の
骨
を
掛
け

出
し
し
時
に
、
弟
王
の
歌
ひ
て
日
は
く
、

ち
は
や
ひ
と
宇
治
の
渡
に
渡
り
瀬
に
立
て
る
あ
づ
さ
ゆ

き

も

み
ま
ゆ
み
い
伐
ら
む
と
心
は
思
へ
ど
い
取
ら
む
と
心
は

も

と

へ

す

ゑ

へ

い

ら

思
へ
ど
本
方
は
君
を
思
ひ
出
末
方
は
妹
を
思
ひ
出
苛

な
け
く
そ
こ
に
思
ひ
出
か
な
し
け
く
こ
こ
に
思
ひ
出
い

伐
ら
ず
ぞ
來
る
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
〉

「
故
、
號
二
其
地
一
謂
二
訶
和
羅
前
一
也
。
」
と
い
う
地
名
が
発
生
す
る
無
時

間
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
は
さ
ん
で
、
そ
の
前
の
「
繋
二
其
衣
中
甲
一
而
、
訶

和
羅
鳴
」
と
後
の
「
掛
．
出
其
骨
一
之
時
、
弟
王
歌
日
」
と
は
同
じ
時
を

指
し
、
「
訶
和
羅
」
と
鳴
る
こ
と
と
弟
王
（
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
）
が

歌
を
う
た
い
出
す
こ
と
と
は
異
な
り
な
が
ら
も
同
じ
事
を
言
う
と
い
う
、

反
復
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
訶
和
羅
」
と
は
、
単
に
金
属
製

の
武
器
が
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
の
擬
音
語
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
武
器
を

介
し
て
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
と
大
山
守
と
の
あ
い
だ
で
生
じ
た
音
声
で

あ
り
、
意
味
分
節
さ
れ
て
い
な
い
ゼ
ロ
の
言
葉
で
あ
る
。
「
訶
和
羅
」
と
、
「
弟

王
歌
日
」
の
一
字
一
音
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
歌
の
言
葉
と
が
反
復
運
動

の
な
か
に
あ
る
と
す
る
と
、
歌
は
ど
の
よ
う
に
よ
め
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ゆ
み

通
説
で
は
、
宇
治
川
の
渡
り
に
立
っ
て
い
る
檀
と
い
う
樹
木
を
大
山

守
に
見
立
て
て
、
樹
木
Ⅱ
大
山
守
を
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
が
「
伐
る
」
「
取

る
」
、
す
な
わ
ち
殺
す
こ
と
の
比
愉
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
だ
ろ
う
か
。

か
じ
と
り

戦
闘
に
先
立
つ
場
面
で
、
大
山
守
が
宇
治
川
の
渡
り
の
執
撒
者
と
化
し

た
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
に
向
か
っ
て
、
宇
治
の
山
の
大
猪
を
「
取
」
れ

る
か
ど
う
か
問
う
て
否
定
さ
れ
る
問
答
が
あ
る
。

於
是
、
其
兄
王
、
隠
。
伏
兵
士
一
、
衣
中
服
し
鎧
、
到
二
於
河
邊
一
、

將
レ
乘
レ
船
時
、
望
二
其
嚴
錺
之
虚
一
、
以
ヨ
爲
弟
王
坐
二
其
呉
床
一
、

都
不
レ
知
二
執
し
幟
而
立
Ｆ
船
、
即
問
二
其
執
熾
者
一
日
、
傳
引
聞
山
有
二

盆
怒
之
大
猪
一
・
吾
欲
レ
刷
劃
尉
澗
訓
。
若
潤
劃
淵
墹
訓
乎
。
爾
、
執
幟

者
答
日
、
不
し
能
也
。
亦
問
日
、
何
由
。
答
日
、
時
時
也
、
往
往
也
、

雛し爲レ取而不し得。是以白し不し能也。

〈
是
に
其
の
兄
王
、
兵
士
を
陰
し
伏
せ
、
衣
の
中
に
鎧
を
服
て
、
河

か
ざ

の
邊
に
到
り
て
、
船
に
乘
ら
む
と
す
る
時
に
、
其
の
嚴
錺
れ
る
虚
を

あ
ぐ
ら

お

も

か
つ
か
ぢ

望
み
て
、
弟
王
其
の
呉
床
に
坐
す
と
以
爲
ひ
て
、
都
て
獄
を
執
り
て

か
ぢ
と
り

船
に
立
て
る
を
知
ら
ず
し
て
、
即
ち
其
の
執
撒
者
を
問
ひ
て
日
ひ
し

い
か

く
、
「
こ
の
山
に
念
怒
れ
る
大
き
猪
有
り
と
傳
へ
聞
き
つ
。
吾
、
其

・え

の
猪
を
取
ら
む
と
欲
ふ
。
若
し
其
の
猪
を
獲
む
や
」
と
い
ひ
き
。
爾

か
ぢ
と
り

あ
た

く
し
て
、
執
撒
者
が
答
へ
て
日
ひ
し
ぐ
、
「
能
は
じ
。
」
と
い
ひ
き
。
亦
、

ゆ
ゑ

問
ひ
て
日
ひ
し
ぐ
、
「
何
の
由
ぞ
」
と
い
ひ
き
。
答
へ
て
日
ひ
し
ぐ
、
「
時

と
こ
ろ
ど
こ
ろ

す

時
、
往
性
に
、
取
ら
む
と
爲
れ
ど
も
、
得
ず
。
是
を
以
て
、
能
は

ま
を

じ
と
ま
を
白
し
つ
る
ぞ
」
と
い
ひ
き
。
〉

-４２-



意味化ゼロの言葉と歌

さ
ら
に
こ
の
問
答
に
先
立
ち
、
「
於
是
大
山
守
命
者
、
違
二
天
皇
之
命
一
、

猶欲し獲二天下一、有下殺二其弟皇子一之情上、窺設レ兵將し攻。」〈是

え

お

も

に
大
山
守
命
は
天
皇
の
命
に
違
ひ
て
、
猶
天
の
下
を
獲
む
と
欲
ひ
て
、
其

の
弟
皇
子
を
殺
さ
む
情
有
り
て
、
霜
か
に
兵
を
設
け
て
攻
め
む
と
し
き
〉

と
あ
る
。
大
山
守
は
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
を
「
殺
」
し
皇
位
を
「
獲
」

ら
れ
る
か
ど
う
か
を
、
宇
治
の
土
地
神
と
お
ぼ
し
き
大
猪
を
「
取
」
．
「
獲
」

ら
れ
る
か
ど
う
か
を
通
し
て
知
ろ
う
と
し
、
宇
治
川
の
執
戯
者
か
ら
そ
の

答
え
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
宇
治
川
の
執
幟
者
か
ら
「
能
は
じ
」
と
告

げ
ら
れ
、
そ
の
お
告
げ
通
り
に
大
山
守
は
戦
い
に
敗
れ
る
。
戦
闘
の
行
方

を
占
う
た
め
に
狩
り
を
し
て
土
地
神
に
神
意
を
問
う
う
け
ひ
が
、
こ
こ
で

は
大
山
守
と
執
概
者
Ⅱ
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
と
の
間
の
問
答
と
い
う
か

た
ち
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
が
宇
治
の
土
地

神
の
心
を
口
に
で
き
る
の
は
、
自
身
が
土
地
の
ラ
イ
フ
・
イ
ン
デ
ク
ス
「
ち

は
や
ぶ
る
（
ち
は
や
ひ
と
と
宇
治
川
の
威
力
と
一
つ
に
な
る
執
戯
者
そ

の
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
を
「
殺
す
」
・
皇
位
を
「
獲
る
」

こ
と
、
宇
治
の
山
の
大
猪
を
狩
り
で
「
取
る
」
「
獲
る
」
こ
と
、
宇
治
川

の
渡
り
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
を
「
伐
る
」
「
取
る
」
こ
と
、
こ
れ

ら
は
す
べ
て
大
山
守
の
心
だ
と
す
る
ほ
う
が
一
貫
性
が
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
戦
闘
で
人
を
殺
す
こ
と
、
狩
猟
で
獲
物
を
と
る
こ
と
、
樹
木
伐
採
す

る
こ
と
と
が
順
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

歌
を
う
た
っ
て
い
る
の
は
勝
者
の
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
で
、
大
山
守

は
こ
の
と
き
死
ん
で
い
る
。
戦
闘
の
後
に
、
敗
死
し
た
者
の
心
が
勝
者
を

介
し
て
歌
わ
れ
る
例
は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
。
神
武
の
軍
が
宇
陀
の
地
の

兄
宇
迦
斯
を
斬
り
散
ら
し
、
弟
宇
迦
斯
の
献
る
大
饗
の
も
の
を
食
べ
た
と

き
、
大
饗
に
起
き
た
「
歌
曰
く
」
で
あ
る
。

宇
陀
に
兄
宇
迦
斯
く
宇
よ
り
下
の
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
・
下
は
此
れ

に
效
へ
〉
・
弟
宇
迦
斯
の
二
人
有
り
。
・
・
・
殿
を
作
り
、
其
の
内
に

押
機
を
張
り
て
、
闇
矧
詞
捌
引
馴
ｄ
制
。
・
・
・
乃
ち
己
が
作
り
し
押

に
打
た
え
て
死
に
き
◎
爾
く
し
て
、
即
ち
控
き
出
し
て
斬
り
散
し
き
。

故
、
其
地
を
宇
陀
の
血
原
と
謂
ふ
。
然
く
し
て
、
其
の
弟
宇
迦
斯
が

獣
れ
る
大
饗
ば
、
悉
く
其
の
御
軍
に
賜
ひ
き
。
此
の
時
に
、
歌
ひ
て

日はく、
宇
陀
の
高
城
に
鴫
罠
張
る
潤
洞
観
到
荊
鴫
は
障
ら
ず

い
す
く
は
し
く
ぢ
ら
障
る
前
妻
が
肴
乞
は
さ
ば
立
柧
稜

の
實
の
無
け
く
を
こ
き
し
ひ
ゑ
ね
後
妻
が
肴
乞
は
さ
ば

厳
榊
實
の
多
け
く
を
こ
き
だ
ひ
ゑ
ね
え
え
〈
音
引
け
〉
し

や
ご
し
や
〈
此
は
伊
能
碁
布
曾
。
此
の
五
字
は
音
を
以
ゐ
よ
〉

あ
あ
〈
音
引
け
〉
し
や
ご
し
や
〈
此
は
廟
咲
ふ
ぞ
〉

「
宇
陀
の
高
城
に
鴫
罠
張
る
我
が
待
つ
や
」
の
「
我
」
と
は
、
通

説
で
は
戦
の
勝
者
神
武
の
軍
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
初
め
に
宇
陀
の

地
に
「
押
機
」
の
罠
を
仕
掛
け
た
の
は
兄
宇
迦
斯
で
あ
り
、
地
の
文
に
「
待

ち
取
ら
む
」
と
あ
る
の
で
、
「
我
が
待
つ
や
」
の
「
我
」
は
兄
宇
迦
斯
で

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
藤
和
喜
は
、
「
い
伐
ら
む
と
心
は
思
へ
ど

い
取
ら
む
と
、
心
は
思
へ
ど
」
も
「
宇
陀
の
高
城
に
鴫
罠
張
る

我
が
待
つ
や
」
も
、
殺
さ
れ
た
大
山
守
や
兄
宇
迦
斯
の
心
が
歌
わ
れ
て
い

る
と
説
く
。
勝
者
が
敗
者
の
死
体
を
眼
差
す
う
ち
に
眼
差
さ
れ
る
死
者
の

側
に
な
り
、
死
者
の
眼
差
す
景
を
通
し
て
死
者
の
心
が
歌
わ
れ
る
と
い
う
、

歌
に
お
け
る
死
者
と
生
者
の
声
が
重
な
り
転
位
が
起
き
る
仕
組
み
に
つ
い

（２）

て論じる。
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「
ま
ゆ
み
」
は
樹
木
の
名
で
あ
り
つ
つ
、
「
ま
」
と
い
う
完
全
な
も
の
を

称
え
る
語
が
つ
い
た
弓
へ
の
美
称
で
も
あ
る
。
通
説
で
は
こ
こ
の
「
ま
ゆ

み
」
は
樹
木
を
指
す
と
解
釈
さ
れ
る
。
一
方
、
直
前
の
地
の
文
「
河
の
邊

に
伏
し
隠
り
し
兵
、
彼
廟
此
廟
、
一
時
共
に
興
り
て
、
矢
刺
し
て
流
し
き
」

を
受
け
て
、
宇
治
川
く
り
に
並
ん
だ
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
の
兵
の
弓
を

（４）

指
す
と
解
す
る
説
も
あ
る
。

し
か
し
、
歌
の
「
ま
ゆ
み
」
が
樹
木
な
の
か
弓
な
の
か
と
い
う
こ
と
よ

り
も
む
し
ろ
、
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
と
い
う
「
ゆ
み
」
の
音
の
畳
み
重

ね
の
な
か
で
、
弓
で
も
あ
り
、
弓
の
前
身
で
あ
る
樹
木
で
も
あ
り
、
樹
木

が
「
た
つ
」
よ
う
に
弓
が
「
た
つ
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の

ではないか。

し
か
し
さ
ら
に
考
え
た
い
の
は
、
な
ぜ
敗
死
者
の
心
を
勝
者
が
歌
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
戦
闘
で
命
の
や
り
取
り
を
す
る

殺
す
者
と
殺
さ
れ
る
者
、
あ
る
い
は
狩
猟
で
の
狩
人
と
獲
物
と
が
、
歌
と

い
う
神
話
的
思
考
が
発
動
す
る
言
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
交
感
可
能
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
猪
股
と
き
わ
は
『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
「
乞
食
者
詠
」

の
鹿
の
歌
に
つ
い
て
、
「
殺
す
・
殺
さ
れ
る
、
食
べ
る
．
食
べ
ら
れ
る
と

い
う
対
極
に
あ
る
関
係
が
交
錯
し
、
交
換
し
、
境
界
線
が
溶
解
す
る
と
い

う
状
態
は
、
『
乞
食
者
詠
」
の
歌
表
現
が
、
全
体
に
わ
た
っ
て
現
出
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
」
と
説
き
、
矛
盾
す
る
こ
と
ど
う
し
を
繋

（３）

い
で
い
く
神
話
的
な
論
理
を
歌
の
随
所
に
見
い
出
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
次
章
で
「
・
・
・
立
て
る
あ
づ
さ
ゆ
み

ま
ゆ
み
」
を
中
心
に
考
え
て
み
る
。

三
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
が
「
た
つ
」

り
見
る
思
ひ
妻
あ
は
れ

「
と
り
み
る
」
も
の
と
し
て
弓
と
思
い
妻
は
同
じ
で
、
妻
が
臥
せ
た
り
立
っ

た
り
す
る
よ
う
に
、
弓
も
臥
せ
た
り
立
っ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ

る。ま
た
、
高
天
原
に
上
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
震
動
に
立
ち
向
か
う
べ
く
ア
マ
テ

ラ
ス
が
武
装
し
て
雄
た
け
び
を
す
る
場
面
の
、
武
装
の
過
程
を
書
き
連
ね

る
な
か
に
「
弓
腹
振
立
」
が
あ
る
。

即
解
二
御
髪
一
、
纒
二
御
美
豆
羅
一
而
、
乃
於
二
左
右
御
美
豆
羅
一
、
亦

於
御
綬
一
、
亦
於
二
左
右
御
手
一
、
各
纒
訓
持
八
尺
勾
之
五
百
津
之
美

須
麻
流
之
珠
一
而
、
〈
自
レ
美
至
レ
流
四
字
以
レ
音
。
下
效
レ
此
。
〉
曾
毘

良
迩
者
、
負
二
千
入
之
靭
一
〈
訓
レ
入
云
二
能
理
一
・
下
效
レ
此
・
自
レ

曾
至
レ
迩
以
レ
音
。
〉
比
良
迩
者
、
附
二
五
百
入
之
靭
一
、
亦
所
取
。
侃

伊
都
〈
此
二
字
以
レ
音
。
〉
之
竹
鞆
一
而
、
司
潤
咽
掘
劃
而
、
堅
庭
者
、

於
二
向
股
一
路
那
豆
美
〈
三
字
以
レ
音
。
〉
如
二
沫
雪
一
蹴
散
而
、
伊
都
〈
二

字以レ音。〉之男建〈訓レ建云二多祁夫一〉。

従
来
、
「
弓
腹
振
立
」
は
「
弓
腹
を
振
り
立
て
」
と
、
「
立
」
は
他
動
詞
と

し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
「
古
事
記
」
に
は
動
詞
十
目
的
語
と

い
う
正
格
漢
文
の
語
順
で
は
な
く
目
的
語
の
名
詞
が
動
詞
の
前
に
く
る
例

も
散
見
す
る
が
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
い
え
ば
「
弓
腹
振
立
」
以
外
は
す

『
古
事
記
」
で
弓
に
関
し
て
「
立
」
の
語
が
使
わ
れ
る
の
は
、
こ
こ
以
外

で
は
以
下
の
二
例
で
あ
る
。
軽
太
子
が
同
母
妹
で
あ
る
思
い
妻
の
軽
大
郎

女
に
向
け
て
う
た
う
歌
に
、

陰
り
國
の
泊
瀬
の
山
の
大
峡
に
は
幡
張
り
立
て
さ
小
峡
に

は
幡
張
り
立
て
大
峡
に
し
な
か
さ
だ
め
る
思
ひ
妻
あ
は
れ

，

…

尺

》

冷

罰

後
も
取
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べ
て
動
詞
十
目
的
語
の
語
順
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
動
詞
の
前
に
く
る
「
弓

腹
」
は
目
的
語
で
は
な
く
主
語
で
、
「
振
立
」
は
自
動
詞
で
「
弓
腹
は
振

り
立
ち
」
で
は
な
い
か
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
手
順
を
踏
ん
で
武
装
し
て
い
く

う
ち
に
、
弓
が
ひ
と
り
で
に
勢
い
よ
く
立
ち
、
つ
い
に
弓
の
取
り
手
が
男

た
け
ぴ
を
発
す
る
に
至
る
。
男
装
し
武
装
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
威
力

が
高
ま
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
武
器
の
威
力
も
高
ま
る
。
武
器
と
取
り
手
の

威
力
が
極
点
に
近
づ
く
と
き
、
取
り
手
が
弓
を
立
て
る
こ
と
と
弓
が
立
つ

こ
と
と
は
も
は
や
分
別
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
「
弓
腹
振
立
」
と
い

う
言
語
は
体
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
で
は
、
弓
は
立
て
る
（
他
動
詞
）
も
の
で
は

な
く
立
つ
（
自
動
詞
）
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ

ラ
ッ
コ
の
歌
に
お
い
て
も
、
樹
木
同
様
に
弓
も
ひ
と
り
で
に
霊
威
を
帯
び

て
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
と
「
ゆ
み
」
を
畳

み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
地
の
文
の
「
矢
刺
」
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
弓
の

行
使
か
ら
さ
ら
に
弓
の
本
質
が
露
わ
に
な
る
状
態
へ
と
移
行
す
る
。

立
つ
も
の
と
し
て
の
樹
木
と
弓
。
樹
木
は
弓
の
前
身
で
あ
る
が
、
弓
が

殺
す
た
め
の
武
器
で
あ
る
の
に
対
し
て
樹
木
は
伐
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

殺
す
も
の
と
殺
さ
れ
る
も
の
と
が
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
に
お
い
て
一

つ
に
な
る
。
ま
た
、
大
山
守
の
心
が
う
た
わ
れ
た
後
、
最
後
に
ま
た
「
．
：

あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
と
歌
い
お
さ
め
ら
れ
る
。
歌
い
お
さ
め
で
「
あ
づ

さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
と
い
う
の
は
、
敗
死
者
の
心
を
歌
う
も
の
の
名
乗
り
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
う
け
ひ
で
扮
装
に
よ
っ
て
宇
治
川
の
渡
り
の
執
撒
者

と
化
し
た
よ
う
に
、
今
度
は
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
と
歌
う
こ
と
に
よ
っ

て
宇
治
川
の
渡
り
の
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
に
化
す
。
殺
す
も
の
で
も

あ
り
殺
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
だ
か
ら
こ
そ
、

（５）

敗
死
者
の
言
葉
を
伝
え
歌
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
地
の
文
に
お
い
て
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
と
大
山
守
と

の
間
で
両
者
に
よ
っ
て
生
じ
た
意
味
分
節
ゼ
ロ
の
「
訶
和
羅
」
は
、
歌
の
「
あ

づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
の
中
で
殺
す
も
の
と
殺
さ
れ
る
も
の
と
が
一
つ
に
な

る
こ
と
と
し
て
反
復
さ
れ
、
ま
た
「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
を
歌
い
つ
つ

「
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
が
歌
う
と
い
う
、
主
客
未
分
の
事
態
と
し
て
も
反

復される。

そ
し
て
こ
の
反
復
に
お
い
て
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
は
、
日
継
の
皇
子

の
ま
ま
「
ち
は
や
ぶ
る
」
荒
振
る
草
木
言
語
の
世
界
へ
回
帰
し
て
い
っ
た

つ
い
が

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
父
・
応
神
天
皇
が
角
鹿
の
蟹
の
本
性
を
あ
ら
わ

し
て
宇
治
の
木
幡
の
嬢
子
と
「
う
た
た
」
の
状
態
で
御
合
し
て
生
ま
れ
た

皇
子
は
、
日
継
の
皇
子
に
は
ふ
さ
わ
し
く
、
し
か
し
天
皇
に
は
な
ら
な
か
っ

た。
注
（
１
）
猪
股
と
き
わ
『
古
代
宮
廷
の
知
と
遊
戯
』
（
森
話
社
．
二
○
一
○
年
）

第
二
部
第
三
章
「
ワ
ザ
と
し
て
の
書
く
こ
と
ｌ
『
古
事
記
」
序
文
の

「歌」から」

（
２
）
佐
藤
和
喜
「
景
と
心
」
（
勉
誠
出
版
・
二
○
○
一
年
）
第
二
部
第
一

章
第
一
節
「
記
歌
謡
の
激
情
性
ｌ
景
と
心
の
転
位
の
関
係
か
ら
ｌ
」
、

第
二
節
「
記
歌
謡
と
紀
歌
謡
ｌ
死
者
の
鎮
魂
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
３
）
猪
股
と
き
わ
「
異
類
に
成
る
ｌ
「
乞
食
者
詠
」
の
鹿
の
歌
か
ら
ｌ
」

（『日本文学」二○○九年六月）

（
４
）
佐
藤
、
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
５
）
居
駒
永
幸
「
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
』
（
笠
間
書
院
・
二
○
○
三

年
）
第
三
部
第
二
章
「
叙
事
歌
と
し
て
の
記
・
紀
歌
謡
」
第
一
節
「
大

山
守
の
歌
と
叙
事
表
現
」
は
、
「
ち
は
や
ひ
と
宇
治
の
渡
に
渡
り
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瀬
に
立
て
る
あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
」
に
つ
い
て
、
古
橋
信
孝
の

い
う
巡
行
叙
事
だ
と
し
、
神
に
見
出
さ
れ
た
最
高
に
素
晴
ら
し
い
樹

木
「
ま
ゆ
み
」
の
下
で
最
高
に
素
晴
ら
し
い
男
女
の
神
婚
が
行
わ
れ

る
と
い
う
様
式
に
の
っ
と
っ
て
「
君
」
「
妹
」
が
歌
わ
れ
る
と
説
く
。

居
駒
は
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
が
檀
の
樹
を
見
て
亡
き
大
山
守
（
君
）

と
そ
の
妻
（
妹
）
を
重
ね
て
思
い
起
こ
し
愛
惜
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

し
か
し
、
「
君
」
と
「
妹
」
と
は
一
対
の
男
女
が
互
い
に
相
手
を
呼
び

合
う
呼
称
で
あ
る
こ
と
に
も
っ
と
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
死
ん
だ

大
山
守
を
「
君
」
と
呼
び
、
死
者
の
妻
を
「
妹
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
、
歌
う
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
の
こ
と
ば
は
、
ど
の
よ
う
な
位

相
の
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。
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