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「出
雲
健
が
佩

け
る
大
刀

」
小
論

野

津

將

史

は
じ
め
に

 

『古
事
記
』
景
行
天
皇
条
に
見
え

る
、
倭
建
命
が
出
雲
建
謀
殺

の
際

に
歌

わ

 
 

 
 
 

(1
)

れ
た
歌

(記

二
三
)

 
 
夜
都
米
佐
濱

伊

豆
毛

多
祁
流
賀

波
祁
流
多
知

 
都
豆
良
佐
波
麻
岐

 
 
佐
味
那
志
余
阿
波
礼

は
、
崇
神
紀

六
十
年
七
月

の
条

に
、

ほ
ぼ

同
様

の
歌
詞
を
も

っ
て
伝
え
ら
れ

て

い
る
が
、

い
ず
れ
も

「
出
雲

タ
ケ
ル
」

の
大
刀

に
刀
身
が
無

か

っ
た

こ
と
を
笑

っ
た
、
嘲
笑

の
歌
と
説

か
れ
る
こ
と
が
多

い
。
本
稿

で
は
、

こ
の
説
を
批
判

し

つ
つ
、
崇
神
紀
に
見
え
る
異
伝
承
と

の
比
較
を
通

し
て
こ
の
歌

の
出
自

を
さ
ぐ

り
、
記
紀

の
相
異
な

っ
た
物
語

の
中

に
組
み
込
ま
れ
た
経
緯

に
つ
い
て
も
論
じ

て
み
た

い
と
思
う
。

 

従
来

こ
の
歌
の
解
釈

で
問
題
と
さ
れ
て
き

た
の
は
、
第
五
句

「
佐
味

那
志
余

阿
波
礼
」

の
部
分

で
あ

っ
た
。
契
沖

は

「
サ
、ミ
」

を

「
韓

鋤
之

剣
」
「
鋤
持
之

神
」
、
「
句
礼
能
麻
差
比
」
(
紀

一
〇
三
番

の
歌
謡
)
等

の

「
鋤
」

(
剣
の
意
)
と

解

し
た
が
、

そ
の
後
、
宣
長
が

『
古
事
記
伝
』

に
お
い
て
、
「
サ
」

を
接
頭
語
、

「
ミ
」
を
刀
身

と
し
、

 
 
真

身
無

し
に
鳴
呼
な
り
…
…
…
木

以
て
偽
り
造
れ
る
刀
な
る
故

に
、
身
は

 
 
無
き
な
り

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
(2
)

と
解
釈
し
て
以
来
、

こ
れ
が
有
力

な
説

と
な

っ
て

い
る
。
宣
長
説

に
従

っ
て

一

首

の
意

を
と
る
と
、

 
 

(
や

つ
め
さ
す
)
出
雲
建
が
腰

に

つ
け

て
い
る
刀
は
、
黒
葛

を
た
く
さ
ん

 
 
鞘
に
巻

い
て
い
る
が
、
中
身

の
刀
身

は
無
く
て
、
 

(あ

は
れ
)

と

い
う

こ
と
に
な
る
。
最
後

の

「
あ
は
れ
」

の
部
分

に
は
嘲
笑

の
気
持

ち
が
込

め
ら
れ
て

い
る
と

さ
れ

る
が
、
実
際

に
訳
す
場
合
に
は
、
 
「
あ
は
れ
」

に
同
情

・
憐
れ
み

の
心
を
汲

み
と

っ
て
、
 
「
気

の
毒

な
こ
と
だ
」

と
す

る
態
度

と
、
全

く
相
手

の
ま
ぬ
け
ぶ
り
を
あ
ざ
笑

っ
て

い
る
も

の
と
し
て
、
「
あ
あ

お
か
し
い
」

と
す

る
態
度
に
分

か
れ
る
。

 
さ

て
、

こ
こ
で
注
意
す

べ
き
点
は
、
第

四
句

「
都
豆
良
佐
波
麻
岐
」

と
第
五

句

「
佐
味
那
志
余

阿
波
礼
」

の
つ
な
が

り
方

で
あ

る
。
現
行

の
解
釈

で
は
、
第

四
句
と
第
五
句

と
は

「
黒
葛
を
た
く
さ
ん
巻

い
て
立
派

だ
、
 

(け
れ

ど
も
)
中

身

の
刀
身
は
無
く

て
…
…
」
と
逆
接

の
関
係

で
結
ぽ
れ

て

い
る
と
考

え
ね
ぽ

な
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ら
な

い
。

い
わ
ゆ

る
連
用
形
中
止
法

の
逆
接
で
あ
る
が
、
管
見

に

入

る

か

ぎ

り
、
記
紀
歌
謡

に
お
い
て
連
用
形
中
止
法
が
逆
接
と
な
る
例

は
、
次

の

一
例
が

 
 

 
 
 
 
 

(3
)

見

ら
れ

る
の
み
で
あ

る
。

 
 

大
君

の
 

王
子

の
柴
垣
 
八
節
結
り
 
結
り
廻
し
/

切
れ
む
柴
垣
 
焼
け

 
 

む
柴
垣
 
 
(記

一
〇
八
)

こ
の
他

の
歌
謡

に
お

い
て
は
、
連
用
形
中
止
法
は

ほ
ぼ
順
接

に
解
す

べ
き
で
あ

り
、
逆
説
は
少
数
例
と
言
わ
ね
ぽ

な
る
ま

い
。
建

の
歌

の
場
合

も
、
全
く
順
接

と
解
す
る
余
地
が
無

い
か
ど
う
か
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ

る
。

 

も
し
、
第
四
句
と
第
五
句

の
接
続

を
逆
接

に
と
ら
な
け
れ
ば
、
歌

の
解
釈
は

全
く
変
わ

っ
て
く
る
は
ず

で
あ

る
。
そ

の
場
合

「
佐
味
那
志
余
阿
波
礼
」

の
解

釈
が
問
題

に
な
る
が
、
橘
守
部

の

『稜

威
言
別
』

の
説
は
、

一
応
納
得

の
い
く

説
明
を
し
て
い
る
。
即

ち

「
ミ
」

と

「
ビ
」

は
通

じ
合
う
も

の
と
し

て
、
 
「
サ

ミ
」

は

「
錆
」

で
、
「
サ
ミ
ナ
シ

ニ
ア

ハ
レ
」

は

「
無
レ
鋪
可
怜
」

の
意
と
す
る

も

の
で
あ

る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
歌

の
解
釈
は
、

 
 

さ
す
が

に
出
雲
建
と
呼
ぽ
る

Σ
老

の
、
偏

た
る
大
刀

ほ
ど
あ
り
て
、
葛
蔓

 
 
多
纒
、
堅
固
製
れ

る
の
み
な
ら
ず
、
身

に
鋪

ひ
と
処
居
ず
し

て
、
可
怜
鋭

 
 
利

刀
な
る
か
も
と
な
り
Q

と
あ
る
よ
う

に
出
雲
建

の
刀
を
称

え
た
も
の
と
な
る
。
 
 

 
 

●

 
動

詞

「
さ
ぶ
」

の
名
詞
形

「
さ
び
」

の
例

は
、
 
「
鉄
精
加
禰
乃
佐
比
」
(
『
和
名

抄
』
)
「
生
サ
ビ
鉄
也
」
(
『
名
義
抄
』
)
「
錐
加
禰
乃
佐
美
」
(
『
新
撰
字
鏡
』
)
等
が
あ

る
。

こ
れ
ら
後
代

の
例

で
は
、
「
ヒ
」

は
甲
類

の

「
比
」

で
、

「
ミ
」
も
甲
類

の

「
美
」

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(4
)

で
表
記
さ
れ
て

い
る
が
、
動
詞

「
さ
ぶ
」
は
上

二
段
活
用
す

る
と
考

え
ら
れ
る

か
ら
、
そ

の
連
用
形

「
さ
び
」

の
ビ
は
本
来
乙
類
で
あ

っ
た
は
ず

で
、
ビ
か
ら

転

じ
た
ミ
も
乙
類

で
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
。
建

の
歌
で

の

「
サ

ミ
」

の

表

記

は
、
記

で
は

「佐
味
」
、
紀
で
は

「佐
微
」
と
、
共

に
乙
類

の
、ミ
で
あ

り
、

こ
の

点
は
問
題

な
い
。
ま
た
、
ビ
と
、ミ
と

の
子
音
交
替

の
例
は
、
記

に
お

い
て
倭
建

命
が
能
煩
野

で
歌
わ
れ
た
と
さ
れ

る
思
国
歌
、

 
 
倭

は
 
国

の
ま
ほ
ろ
ぽ
 
た
た
な
つ
く
 
青
垣
 
山
隠
れ

る
 
倭

し
美

し

 
 

(記
三
〇
)

の
中
に
出

て
く

る

「
ま
ほ
ろ
ぽ
」
 
(
麻
本
呂
婆
)

と

い
う
語
が
、
景
行

紀
十

七

年

の
条

に
あ

る
同
じ
歌

の
中

で
は

「
ま

ほ
ら
ま
」
 
(
摩
保
濯
摩
)

と
伝

え
ら
れ

て
い
る
例
が
あ
り
、
ビ
と

ミ
の
子
音
交
替
現
象
は
上
代
に
も
認

め
ら
れ

る
。

 

そ

こ
で
、
 
「
鞘
無
し
に
」

の

「
に
」

は
、 
「
に
し
て
」

の
意

の
助
詞

を
考
え

て
、

こ
こ
で
歌
を
切

っ
て
余
情

を
残

し
た
後
に

「
あ
は
れ
」

と
い
う
感
動
詞
が

付

い
た
と
考
え
れ
ぽ
、
第

三
句
以
降

の
意

は
、

 
 
黒
蔦

を
た
く
さ
ん
柄

に
巻
き

つ
け

て
、
堅
固

に
作

っ
て
あ

る
上

に
、
錆
も

 
 
出
な

い
切
れ
味

の
良

い
刀
だ
。
あ
あ

(見
事
だ
)。

と
解
く

こ
と
が
で
き

る
。

こ
こ
ま
で
見

て
く
る
と
、

こ
の
説

の
成
立
す

る
可
能

性

も
捨

て
ら
れ
な

い
。
通
説

で
は
出
雲
建

の
大
刀
は
木

刀
だ

か
ら
中
身
が
無
か

っ
た
と
い
う
が
、

も
と
も

と
抜
く

こ
と

の
で
き
ぬ
、
鞘

と
刀
身

の
別

の
な

い
木

刀
の
こ
と
を
、 

「
さ
身
無

し
」
と
言
う

の
は
不
自
然

な
気
が
す
る
。

む
し
ろ
、

守
部
説
は
通

説
よ
り
素
直
な
解
釈
で
は
な

い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。

た
だ
、

刀

剣
を
褒
め
る
の
に
錆
が
無

い
と

い
う
の
も
、

や
や
合
理
解
に
過
ぎ

る

感

が

あ

る
。
そ

こ
で

一
説
と
し

て
、

サ
は
接
頭

語
ま
た
は
、
 
「
狭
」

と

い
う
形
状
言
と

し
、

ミ
は
刀
身
、

ナ
シ
は
動

詞

「
成
す
」

の
連
用
形
と
考
え
て
、
「
(
狭
)
身
成

し
に
あ
は
れ
」

と
解
し

て
み

て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。

こ
の
場
合
、
歌

の
解
釈
は

次

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
出
雲

の
勇
者
が
身

に

つ
け
て

い
る
大
刀

は
、
柄
や
鞘
に
黒
葛
を

た
く
さ
ん

 
 
巻
き

つ
け
て
あ
り
、

そ
の
中

は

(巾

の
狭

い
)
刀
身
を
成

し
て
い
る
。
見

 
 
事
だ
。

一2一



二

 

 
現
行
解
釈

に
対
し
て
以
上

の
問
題

提
起

を
行
な

っ
た
上
で
、
次

に
こ
の
歌
の

出
自

に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

こ
の
問
題

に
対
す

る
考
え
方

は
、
大
き
く
二

つ
の
立
場
に
分
け

ら
れ

る
。

 
 
第

一
は
、
出

雲
建
謀
殺

の
物
語

の
た

あ
に

つ
く
ら
れ
た
物
語
歌
と
見

る
立

 
 
場
。

 
 
第
二
は
、
独

立
し
た
霊
剣
讃
美

の
歌
と
見

て
、

そ
れ
が
物
語

に
転
用

さ
れ

 
 

 
 
 
 

(
5
)

 
 

た
と
す
る
立
場
。

通
説

で
は
第

一
の
立
場
が
と
ら
れ

て
い
る
が
、
以
下
本
稿

は
第
二

の
立
場

に
立

っ
て
論
を
進
め
て

い
こ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

 

こ
の
歌
を
物
語

歌
と
見

る
根
拠
は

「
『
出
雲
建
』

と

い
う
物
語
上

の
人

物

の

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(
6
)

大

刀
が
、
独
立
歌
謡

に
詠

み
込
ま
れ

る
は
ず
が

な

い
か
ら
」
と
さ
れ
る
。

し
か

し
、

イ
ヅ

モ
タ
ケ

ル
と

い
う
呼
称

は
も
と
も
と
物
語

上

の
人
物

の
名
で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
記
神
武
条

に
見
え
る

「
八
十
建
」

は
、
 
「
多
数

の
勇
猛
な
人
」

の
意

で
あ
り
、

一
人

の
人
名

で
は
な

い
。

ま
た
、
「
熊
曽
建
」
も
、
『
古
事
記
』

で
天
皇
が
小
碓
命

に
西
征

を
命
じ
た

こ
と
ぽ

の
中

に
、

 
 
詔
之
、
「
西
方
有

二熊
曽
建

二
人
司
…
…
」

と
あ
り
、
後

の
記
述

に
も

「
熊
曽
建
兄
弟
二
人
」

と
あ
る
こ
と

か
ら
も

「
○
○

タ
ケ
ル
」
と

い
う
呼
称

は
、

一
人

の
人
物

の
名

と

い
う
わ
け

で
は
な

い
。

イ
ヅ

モ
タ
ケ

ル
は
、

ヤ
ソ
タ
ケ
ル
、

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
、

ク

マ
ソ
タ
ケ
ル
と
同
様

に
、

「
出
雲

の
勇
猛
な
首
長
」

と

い
う

ほ
ど

の
意

の
普
通
名
詞

で
あ
る
。

こ
の
歌
の

中

に
イ
ヅ

モ
タ
ケ

ル
と

い
う
名
が
あ
る

の
は
、
出
雲

の
首
長
が
持

つ
霊
剣

を
称

え
る
独
立
歌
謡

の
詞
章

に
、

イ
ヅ

モ
タ
ケ

ル
と

い
う

こ
と
ぽ
が
あ

っ
た
と
考
え

れ
ぽ

よ
い
。

 
首
長
と
仰
が
れ
る
程

の
権
力
者

に
対

し
て
、
そ

の
身
に
つ
け
た
大
刀
を
褒

め

る
歌

は
、 

『
古
事
記
』
応
神
天
皇
条

に
も
見
え

て
い
る
。

 
 
品
陀

の
 

日

の
御
子
 
大
雀
 
大
雀
 
楓
か
せ
る
大
刀
 
本

つ
る
ぎ

 
末

 
 

ふ
ゆ

 
ふ
ゆ
木

の
 
す

か
ら
が
下
樹

の
 
さ
や
さ
や
 

(記

四
七
)

こ
の
歌
と
出
雲
建

の
歌

の
形
式

は
、
非
常

に
よ
く
似

て

い
る
。
即
ち
、

 
 

や
つ
め
さ
す
出
雲
建
が
偲

け
る
大
刀

 

「

 
 
品
陀

の
日

の
御
子
大
雀
大
雀
侃

か
せ
る
大
刀

 
 
黒
葛
さ
は
巻
き
さ
み
無

し
に

「蓼

る
難

趨

ふ
ゆ
木
の
す
か
ら
雫

樹
の

[蕪

や

と

い
う
対
応
関
係
が
見
ら
れ

る
。

a

「
本

つ
る
ぎ
」

の
解
釈
は
諸

説
あ

っ
て
定

説
を
見

て
い
な

い
が
、

b

「
末

ふ
ゆ
」

と
対

句
を
な
し
て

い

る

か

ら

「
つ
る

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
つ
り
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

き
」

は
動
詞
と
考

え
、
 
「
吊
偲
き
」

の
約
と
見
る
説
が
あ
る
。
仮

り
に
こ
れ

に

従
う
と
、 
「
吊
侃
き
」

は
四
段
活
用
動

詞

「
吊
侃
く
」

の
連
用
形

と
な
り
、

a

と

b
の
接
続
は
連
用
形
中
止
法

の
順
接

の

一
例

と
い
う

こ
と

が

で

き

る
。
さ

て
、
四
十
七
番

の
歌
謡

の
解
釈

で
あ
る
が
、

こ
れ
も
定
説
を
見
な

い

け

れ

ど

も
、
大
体

に
お

い
て
、
威
力
を
持

っ
た
霊
剣
を
称

え
る
歌

で
あ
り
、

そ
の
大
刀

の
持

ち
主

で
あ
る
首
長

を
褒

め
る
寿
歌
と
解

さ
れ
て
い
る

の
で
あ

る
。
あ

る
人

を
褒

め
る
時
に
、

そ
の
人

の
所
有
物
を
褒

め
る
と

い
う
形
式

は
、
古
代

の
寿
歌

に
よ
く
あ
る
も
の
で
、
国
ぽ

め
、
宮
ぽ
め
、
屋

敷
ぽ

め
等

の
類
型
が
見
ら
れ

る

が
、
大
刀
ぽ

め
と

い
う
形

も
存
在

し
た
と
考
え

て
よ

い
だ

ろ
う
。

 
出
雲
と

い
う
土
地
に
、
名

刀
、
霊
剣
を
称
え
る
歌
が
存
在
し
た
こ
と
は
あ
り

得

る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
根
拠

と
し
て
は
次

の
よ
う
な

こ
と
が
考

え
ら
れ
る
Q

 

一
、
史
実

の
上
で
出

雲
に
は
有
力

な
政
治
的
あ
る

い
は
宗
教
的

勢

力

が

あ
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り
、
あ

る
時
代
ま

で
朝
廷
に
対

し
て
独

立
的
な
位
置
を
保
持

し
て

い
た
ら

 
 
し

い
こ
と
か
ら
、

イ
ヅ

モ
タ
ケ
ル
と
い
う
名
を
冠
す
る
に
値
す
る
首
長

の

 
 
存
在
を
想

定
で
き

る
こ
と
。

 
二
、 

『出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡
横

田
郷

の
条

に

「
以
上

の
諸
郷

よ
り
出
す

 
 
と

こ
ろ
の
鉄
堅
く

し
て
、
尤
も
雑

の
具
を
造

る
に
堪
ふ
」

と
記
さ
れ

て
い

 
 
る
よ
う
に
、
出
雲

は
古
く
か
ら
砂
鉄
を
豊
富

に
産

し
た
土
地
で
あ

っ
た
。

 
 
記
紀

の
ヤ

マ
タ
ノ
ヲ

ロ
チ
退
治
謳
は
、
古
代
出
雲

の
製
鉄
文
化
を
支
え
た

 
 
人

々
の
伝

承
に
根
ざ

し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
ヲ

ロ
チ
の
尾
か
ら

 
 
出
た
名
剣

ク
サ
ナ
ギ

の
大

刀
は
朝
廷

に
奉
ら
れ
、
同
様
に
、
後
代

に
お

い

 
 
て
も

「
出
雲
国
神
賀
詞
」
奏

上
の
際

に
、
神
宝

の

一
つ
と

し
て

「横

刀
」

 
 
が
差
し
出

さ
れ

て
い
る
こ
と
。

三
、 

『
古
事
記
』

に
よ
れ
ば
、

オ
ホ
ナ
ム
チ
は
須
佐
能
男
命

の
い
る
根
堅
州

 
 
国

へ
行
き
、 
「
生
大
刀
」
と

「
生
弓
矢
」
を
手

に
入
れ
、
そ

の
威
力

に
よ

 
 

っ
て
八
十
神

を
討

ち
、
出
雲

の
首
長
大
国
主
神
と
な
る

こ
と
が
で
き
た
と

 
 
伝
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

 
四
、

二
十
三
番

の
歌
謡

で
は
、
大
刀

に
は
黒
葛
が
た
く
さ
ん
巻
き

つ
け

て
あ

 
 
る
と
歌
わ
れ

て
い
る
が
、
黒
葛

を
巻
き

つ
け
る
と

い
う
こ
と
は
、
単

に
柄

 
 
や
鞘
を
丈
夫
に
す

る
目
的

の
た

め
だ
け

に
す
る
の
で
な
く
、
信
仰
的

に
は

 
 
大

刀
に
呪
力
を
こ
め
る
た
め
に
、
逆

に
言
え
ぽ
そ
の
大
刀

に
在
る
呪
力
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
8
)

 
 
外

に
逃
が
さ
な

い
た
め
に
す

る
と
解

せ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
出
雲
建

の
偲

 
 
け
る
大
刀
も
、
品
陀

の
日
の
御
子

の
大
刀
と
同
様

に
霊
力
を
持

っ
た
大
刀

 
 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
出
雲

の
首
長
と
な
る
力
を
与
え

て
く
れ
る
呪
力

を
持

っ

た
霊
剣

に

つ
い
て
の
伝
承
と
、

そ
れ
を
歌

っ
た
歌
謡
が

あ

っ
た
と
考
え
る

こ
と

は
、
あ
な
が

ち
無
理
な
想
像

で
は
な
い
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

三

 

 

一
般
に
、
『
古
事
記
』
『
日
本
紀
』

に
お
い
て
、
物
語
と
は
関
係

の
無

い
恋
歌

や
民
謡
が
流
用

さ
れ

て
い
る
こ
と

は
、
既
に
多
く
説
か
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、

前

に
引

い
た
倭
建
命

の
思
国
歌

「
倭
は
国

の
ま
ほ
ろ
ぽ

…
…
」

の

歌

謡

は
、

『
日
本
紀
』
で
は
景
行
天
皇
が
都
を
偲
ん
で
歌
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

よ
う

に
、

本
来
国
見

の
国
ぽ

め
歌

で
あ

っ
た
も

の
が
、
物
語

の
中

に
と
り
入
れ
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
な
ど

は
、
比
較
的
歌
謡

と
背
後

の
物
語
と

の
結
合
が

う
ま
く
行

っ
た
例
と
言
え

る
が
、
記
紀
歌
謡

の
中

に
は
、
背
後

の
物
語
と
必
ず

し
も
意
味

の
上
で
整
合

し
て
い
な
い
も

の
も
多

い
。

 

で
は
、

こ
こ
で

「
出
雲
建
が
偲
け
る
大
刀
」

の
背
後

に
記

さ
れ

る
物
語

に
目

を
向
け

て
み
よ
う
。

ま
ず
、
記
景
行
条

で
は
、
倭
建
命
が
熊
曽
建

を
討

っ
た
後

に
は

 
 
…
…
然
し
て
還

り
上
り
ま
す
時
、
山

の
神
、
河
の
神
、
及
穴
戸

の
神
を
皆

 
 
言
向
け
和
し
て
参

上
り
た
ま
ひ
き
。

 
 
即

ち
出
雲

の
国

に
入
り
坐

し
て
、
其

の
出
雲
建
を
殺
さ

む
と
欲

し
て
、
到

 
 
り
ま
す
即
ち
結

友
し
た
ま
ひ
き
。

と
記
さ
れ

て
お
り
、
命

は
熊
曽
建
征
伐

か
ら

の
帰
り
道

に
出
雲

へ
立
ち
寄

っ
た

こ
と
に
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
熊
曽
建
征
伐

の
物
語

の
終
り
方
は
、
あ
た
か
も

そ
こ
で
話
が
完
結

し
て

い
る
か

の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
を
し
て
い
る
。
『
日
本
紀
』

に
は
出
雲
建
征
伐

の
伝
承
は
無

い
と

い
う

こ
と
か
ら
も
、 
『
古
事
記
』

の
出
雲

建
謀
殺

の
部
分
は
、
倭
建
物
語

に
後

か
ら
付

加
さ
れ
た
も

の
と
見

て
ま
ち
が

い

あ
る
ま

い
。

 

次
に
崇
神
紀

に
移

る
。

ま
ず
、
明
ら

か
に

『
古
事
記
』

の
伝
え

と
異

な
る
と

こ
ろ
は
、
歌

の
作
者

で
あ

る
。
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時
人
歌

日
、
椰
句
毛
多
菟
 
伊
頭
毛
多
鶏

流
餓
 
波
鶏
流
多
知
 
菟
頭
濯

 
 
佐
波
磨
枳
 
佐
微
那
僻
珊

阿
波
禮

つ
ま
り
、
こ
の
歌
は

「
時
人
歌
」

と
な

っ
て
い
て
作
者

未
詳

で
あ

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
、
物
語
歌
説
を
と
る
土
橋
寛
氏

の

『古
代
歌
謡
全
注
釈
 

日

本

書

紀

編
』

で
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

 
 

『
古
事
記
』

の
よ
う
に
、

こ
の
歌
を
倭
建

の
歌
だ
と
す
る
と
、
う
ま
う
ま

 
 
と
計
略

に
か
か

っ
た
出
雲
建

の
間
抜
け
さ
加
減

を
嘲
笑

し
た
歌
と
し
て
、

 
 
歌

の
意
味
は
き
わ
め
て
明
快

で
あ
る
が
、
第

三
者

で
あ

る
時
人

の
歌
と
す

 
 
る
と

「
黒
葛
多
巻
き
」
と

「
さ
身
無

し
」

と
の
対

照

の
表

わ
す
意
が
ぼ

や

 
 
け
て
く

る
し
、
 
「時
人
」
を
出
雲
人
と
す
る
と
、
同
情

の
意
味

に
解

さ
れ

 
 
る
と
し
て
も
、
大
和
人
と
す
る
と
、
同
情

な
の
か
、
嘲
笑
な

の
か
わ
か
ら

 
 
な
く
な
る
。
物
語
歌

で
も
、
本
来

の
物
語

の
場

か
ら
切
り
放
さ
れ

て
、
異

 
 
質
な
物
語

の
場
に
設
定
さ
れ
る
と
、
歌

の
意
味

は
あ

い
ま
い
に
な
ら
ざ

る

 
 
を
え
な
い
の
ぎ

あ
る
。

 
土
橋
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、 

『
日
本
紀
』

で
は
、

こ
の
歌
は
物
語

と
完

全

に
整
合

し
て
は

い
な
い
。
そ
れ
は
、

こ
の
歌
謡
が
、
異
質
な
物
語

の
中
に
は

め
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
Q

し
か
し
、
今

ま
で
述

べ
て
き

た
と
お
り
、

こ
れ
が

『
古
事
記
』

の
倭
建
物
語

に
お
い
て
創
作
さ
れ
た
物
語

歌
で
あ

る
と

い
う
説

に

は
従
え
な
い
。

 
私
見
で
は
、 

『古
事
記
』

の
出
雲
建
謀

殺

の
伝
承

は
、
崇
神
紀

に
記
さ
れ
た

伝
承
を
倭
建
物
語
に
転
用

し
た
も

の
と
考
え

る
。
以
下
、

こ
の
点

に
つ
い
て
論

じ

る
が
、
今
、
便

宜
上
崇
神
紀

の
出
雲
振
根

に
よ
る
飯
入
根
謀
殺

の
物

語

を

「
出
雲
振
根
伝
承
」

と
呼
ぶ

こ
と

に
す
る
。
出
雲
振
根
伝
承

は
、
朝

廷

の
命

令

に
対
し
て
た
や
す
く
神
宝

を
差

し
出
し
た
弟
飯
入
根

を
、
出
雲

の
首
長

で
あ
る

兄
振
根
が
謀
殺
す
る
話
だ
が
、
出
雲

の
肥
河

の
水
浴

に
誘

っ
て
、
用

意
し
て
お

い
た
木
刀
を
本
物

の
大
刀
と
す
り
替
え
、
そ

の
う
え
で
大
刀
合

せ
を
し

て
相
手

を
だ
ま
し
討
ち
に
す

る
と

い
う
そ

の
方

法
は
、
倭
建
命

の
出
雲
建
謀
殺
と

一
致

し
て
い
る
。
記
景
行
条

の
出
雲
建
謀

殺

の
部
分
が
、

い
か
に
も
唐
突
で
後

か
ら

付
加

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
崇
神
紀

で
は
、
出
雲
振

根
伝

承

の
後

に

 
 
朝
廷

に
よ
る
振
根

の
訣
殺
1
↓
出
雲
大
神

の
祭
祀

の
停
止
ー
↓

丹
波

の
氷

 
 
上

の
小
児

の
口
を
通
じ

て
の
託
宣
1
↓
出
雲
大
神

の
祭
祀

の
復
活

と
い
う
展
開
が
あ
り
、
全
体
と
し

て
、
大
和
朝
廷

へ
の
出
雲

の
服

属
と

い
う
史

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9
)

実
を
伝
え

よ
う
と
す
る

一
ま
と
ま
り

の
物
語

と
考
え
ら
れ
る
。

 
だ
が
、
出
雲
振
根
伝
承

の
古
態
、

つ
ま
り
記
録

さ
れ

る
前

の
姿

(原
出
雲
振

根
伝
承
)

は
、
崇
神
紀

に
ま
と

め
ら
れ
た
よ
う
な
出
雲
服
属
と

い
う

一
度
き

り

の
史
実
を
語

る
も

の
で
は
あ

る
ま

い
。

そ
れ
は
、
出
雲

に
あ

っ
た
聖
水
で
の
喫

の
信
仰

に
関
す
る
伝

承
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

そ
う
感
じ
さ
せ
る
理
由

は
い

く

つ
か
あ

る
。

ま
ず
、
伝
承

の
舞
台
が
、
出
雲

の
聖
な

る
川
肥
河

の
、
止
屋

の

淵

で
あ

る
こ
と
。
次

に
、
振
根
が
弟

を
川

に
誘

う
口
実
が
、

 
 
頃
者
、
止
屋
の
淵

に
多
に
姜

生
ひ
た
り
。
願
は
く
は
共
に
行

き

て

見

欲

 
 

し
Q

と
あ

る
よ
う

に
、 

「
玉
萎

を
見

に
行

こ
う
」

と

い
う
も

の
で
あ
り
、
飯
入
根
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10
)

そ
の
誘

い
に
素
直
に
従

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
玉
姜
は
呪
物
で
あ
り
、

そ
れ

を
見

に
行
く
と
は
、
単

な
る
遊
興

で
は
な
く
、
神
事

に
属
す

る
行
為
な

の

で
あ

る
。
飯
入
根
が
兄

の
誘

い
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な

か

っ
た
理
由
を
、
崇

神
紀

の
物
語

の
中
に
見

い
出
す
な
ら
ば
、
飯
入
根
は
出
雲

の
神
宝
を
無
断
で
差

し
出

し
た
こ
と
の
正
否
を
、
喫

に
よ

っ
て
神

に
問
わ
ね
ぽ
な
ら
な

か

っ
た

の
で

あ
ろ
う
。

い
わ
ぽ
、

こ
れ
は
神

に
よ
る
審
判

で
あ
り
、

天
の
安
河

で
の
、

ア

マ

テ
ラ

ス
と

ス
サ
ノ
ヲ
の

「
う
け

ひ
」
と
同
じ
発
想

で
あ
る
。
う
け

ひ
に

「
十
拳

剣
」
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、

こ
こ
で
は
、
飯
入
根
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は
出
雲

の
神

の
怒
り
に
ふ
れ

て
、
大
刀
に
よ

っ
て
倒
さ
れ
る
。
実

は
こ
の
大
刀

こ
そ
、
出
雲

の
首
長

の
呪
力
を
持

っ
た
霊
剣

な
の
で
あ

る
。

 
少

し
話
が
横

に
そ
れ
た
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
原
出
雲
振
根
伝
承

は
出
雲

の
首
長

の
神
聖
な
襖
を
伝

え
た
伝
承

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
出
雲

に

特
有

な
襖

の
呪
術
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
 
『
出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡

三

沢

郷

の
条

に
、
阿
遅
須
枳
高

日
子
命
が
御
祖
に
神
聖

な
水

を
指
定
し
て
、

そ
の

水
で
沐
浴
さ
れ

て
は
じ
め

て
真
言

を
問
わ
れ
た
と
い
う
内
容

の
伝
承
が

あ
り
、

さ
ら
に
、

こ
れ

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
伝
え
た
、
『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇

の
条

の
、

本
牟
智
和
気
王

の
伝
承
が
あ
る
こ
と

か
ら
知

ら
れ

る
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
伝
承

は
出
雲

の
神
聖
な
襖

に
よ
る
鎮
魂
術
を
語

る
も
の
で
あ
る
。
出
雲

振

根

伝

承

は
、

こ
の
原
型

に
う
け

ひ
の
要
素

を
加
え
、
出
雲

と
朝
廷

と
の
軋
礫
を
語

る
も

の
に
変
改

し
た
も

の
で
あ
る
。

う
け

ひ
の
呪
物

と
し
て
の
大
刀
が
、

こ
こ
で
は

神
に
許

さ
れ
な

か

っ
た
者

を
倒
す
武
器
と
な
り
、

そ
の
出
雲

の
神

の
霊
力

の
こ

も
る
大

刀
を
褒

め
る
た
め
に
、
霊
剣
讃
美

の
歌
謡
が
付
加
さ
れ
た

の

で

あ

ろ

う
。
肥
河
の
水
辺

で
の
謀

殺
と

い
う
設
定
は
、
出
雲
振
根
伝
承

の
変
容

し
て
い

く
過
程
で

つ
く
ら
れ
、 

『古
事
記
』

の
倭
建

諌
は
そ
れ
を

さ
ら

に
転
用

し
た
と

見

る
べ
き
だ
ろ
う
。

 
 

や

つ
め
さ
す

(
や
く
も
た

つ
)
 

出
雲
建
が
 
偲
け

る
大
刀
 
黒
葛
多
巻

 
 

き

さ
み
無

し
に
あ
は
れ

こ
の
歌
は
、
出
雲

に
伝

え
ら
れ

た
、
出
雲
産

の
名
刀

・
霊
剣
を
称

え
る
歌
謡

で

あ

っ
た
。

そ

の
原
義
は
、
出
雲

の
勇
者
が
持

っ
て
い
る
大
刀
が
立
派

で
あ
る
と

い
う

こ
と
を
褒

め
る
も

の
で
あ
り
、
最
初

に
引

い
た
橘
守
部

の
説

は
、

こ
の
歌

の
原
義
が
大
刀
を
褒

め
る

こ
と
に
あ

る
と

い
う
立
場

に
立

っ
て
語

句

の
解
釈

を

決

め
て
い
る
。
守
部
説
は
、
記

紀
に
伝
え
ら
れ
た
歌
詞
を
合
理
的

に
解
釈

し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
記
紀

の
物
語

の
文
脈

に
そ

っ
て
こ
の
歌

を
解
釈
す

る
時
、
名
剣
讃
美
歌
と
と

っ
て
は
、
歌
謡

は
背
語

の
物
語

に
そ
ぐ

わ

な

く

な

る
。

つ
ま
り
、
遅
く
と
も
記
紀

に
と
り
入
れ
ら
れ

た
段
階

に
は
、

こ
の
歌

の
原

義
は
失

な
わ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

に
な
る
の
で
あ

る
。
さ
ら

に
、
第

一
句
が

「
や

つ
め
さ
す
」
と
も

「
や
く
も
た
つ
」
と
も
伝

わ

っ
て
い
る
こ
と

か
ら
す

る

と
、
あ
る

い
は
歌
詞

に
も

一
部
変
改
が
あ

っ
た
可
能
性
も
あ

る
だ

ろ
う
。

こ
の

点

に
つ
い
て
、
守
屋
俊
彦
氏
は
、

 
 
本
来
は
鋪
が
無
く

っ
て
と

い
ふ
意

で
あ

っ
た

の
を
、
音
が
似

て
ゐ
る
と

こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11
)

 
 
う
か
ら
、
刀
身
が
無
く

っ
て
と
い
う
意
に
変

へ
た
の
で
あ

る
。

と
言
わ
れ
、

サ
ビ
か
ら

サ
ミ
へ
の
変
改
と

い
う

「替

へ
歌
」

の
方
法
が

と
ら
れ

た
と
考
え
て
お
ら
れ

る
。
私
見

に
お
い
て
も
、
特

に

『
古
事
記
』

の
出
雲
建
謀

殺

の
物
語

の
場
合
は
、
歌

の
解
釈

は
通
説

の
よ
う
に
嘲
笑

の
歌

と
し
て
変
容

し

て
い
る
と
思
う

の
で
あ
る
。
少

な
く

と
も
、
そ
う
読

め
る
よ
う

に
物
語

の
中

に

配
さ
れ
て

い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

四

 
最
後

に
、
出
雲
振
根
伝
承
が

『
古
事
記
』
に
お

い
て
倭
建
伝
承

に
結
び

つ
く

こ
と

に
な

っ
た
経
緯

に
つ
い
て
論
じ

て
お

こ
う
。

こ
れ
に

つ

い

て

は
、
既

に

『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
健
部
郷

の
条
に
次

の
よ
う
な
伝
承

の
あ
る

こ
と
が

指
摘
さ
れ
て

い
る
。

 
 
し
か
る
後

に
改

め
て
健
部
と
号
く
る
所
以

は
、
纏
向

の
檜
代

の
宮

に
御
宇

 
 
し
め
し
し
天
皇
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、 

「
朕
が
御
子
、
倭
健
命

の
御
名
を

 
 
忘
れ
じ
」
と

の
り
た
ま

ひ
て
、
健
部

を
定

め
給

ひ
き
。
そ

の
時
、
神
門
臣

 
 
古

禰
を
健
部
と
定

め
給

ひ
き
。
即

ち
、
健
部
臣
等
、
古

よ
り
今

に
至

る
ま

 
 
で
、
猶
此
処

に
居
り
。

故
、
健
部
と

い
ふ
。

右
に
見

え
る
神
門
臣
古
称
が

、
出
雲

振
根

を
指
す
と
す
れ
ぽ
、
崇
神

紀

の
伝
承
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と

こ
の
伝
承
は
、

い
ず
れ
も
大
和

の
勢
力
が
出
雲
西
部
を
掌
握

し
て
こ
れ
を
服

属
さ

せ
た
事
実

を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
出
雲
建
が
倭
建
命

に
謀
殺
さ

れ

た
と

い
う
伝
承
は
、
健
部
臣
ら

の
間

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き

よ
う
。
だ
が
、

こ
こ
で
は
別

の
角
度
か
ら
論
じ
て
み
よ
う
と
思

う
。

 
出
雲
振
根
伝
承
と
そ
れ
に
続
く
崇
神
紀

の
物
語
は
、
出
雲

の
服
属
の
際

に
起

き

た
軋
礫

の
史
実
を
語
ろ
う
と
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と

出
雲
振
根
は
、
四
道
将
軍
吉
備
津
彦
、
武
停
河
別
ら
に
よ

っ
て
滅
ぼ

さ
れ
た
と

あ

る
。

こ
こ
に
吉
備

津
彦
が
登
場
す

る
こ
と
は
注
意
す

べ
き

で
あ
る
。
 
『
古
事

記
』

の
伝
え

で
は
、
倭
建
命

の
母
は
、
吉
備
臣
等

の
祖
若
建
吉
備

津

日

子

の

女
、
針
間
之
伊
那
毘
能
大
郎
女

で
あ
り
、
東
征

の
際
、
命

に
は
吉
備
臣
等

の
祖

御
銀

友
耳
建
日
子
が

つ
き
従

っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
倭
建
命
と
吉
備
氏
と

の

関

わ
り
は
深
く
、
倭
建
伝

承

の
古

い
部
分

は
吉
備
氏
が
保
持
し
て

い
た
と
も
言

わ
れ
る
。
 
『
日
本
紀
』
で
、

こ
の
吉
備
氏
が
出
雲
振
根
読
殺

に
加
わ

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
す

る
と
、 

『
古
事
記
』

に
倭
建
命

に
よ
る
出
雲
建
謀
殺

の
説
話
が
加

え
ら
れ
た

の
は
、
吉
備
氏

の
伝
承
を
と
り
上
げ
た
結
果

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

 

古
く
か
ら
出
雲
と
吉
備

の
つ
な
が
り
は
深
く
、
吉
備

の
勢
力
が
出

雲
平
定

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12
)

関

わ

っ
た

こ
と
も
説

か
れ

て
い
る
。
記
景
行
条

の
出
雲
建
謀
殺
伝
承
は
、
崇
神

紀

の
出
雲
関
係

の
記
載

に
先
立

つ
も

の
で
あ

る
が
、
 
『古
事
記
』

の
物
語

は
、

既

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
出
雲
振
根
伝
承

を
も
と
に
、
吉
備
氏

に
よ

っ
て
変
容

さ

れ

た
伝
承
が
付
加

さ
れ

た
物
語
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
際

に
、
出
雲
振

根
伝
承

の
物
語

と
歌
謡
と

の
不
整

合
性

を
解
消
す
る
た
め
に
、

ヤ

マ
ト

タ

ケ

ル
、
ク

マ
ソ
タ
ケ
ル
に
並
べ

て
、

イ
ヅ

モ
タ
ケ
ル
と

い
う
人
物
が
作
り
上
げ
ら

れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
出
雲
振
根
伝
承

の
中

の
歌
謡

に
イ
ヅ

モ
タ
ケ
ル
と

い
う
名

が
あ

っ
た

こ
と
も
、

こ
の
伝
承
を
倭
建
物
語

に
と
り
入
む

一
因
と
な

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

 

一
方
、
崇
神
紀

の
方
は
、
あ
く
ま
で
も
史
実
を
伝
え

よ
う
と
す

る
た

て
ま
え

か
ら
、
出
雲

の
服
属
を
反
映
し
た
物
語

へ
と
ま
と
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
原
出

雲
根
伝
承
が
変
容

し
て
、
出
雲
振
根
伝
承
が
完
成
す
る
の
は
、 

『
古
事
記
』

の

成
立

に
先
立

っ
て
い
た

こ
と
は
前
述
し
た
と

お
り
で
あ

る
。

結
び

 
本
稿
は
、 

「
出
雲
建
が
偲
け
る
大
刀
」

の
歌

の
現
行
解
釈

に
疑
問
を
感
ず
る

と
こ
ろ
か
ら
出
発

し
た
。
そ

の
主
眼
は
、
橘
守
部
説
を
手
が

か
り

に
、
歌

の
原

義
は
む
し
ろ
霊
剣
讃
美

の
歌
謡

で
あ

っ
た
と
し
、

こ
れ
が
何
ら

か
の
解
釈
上
あ

る
い
は
歌
詞

の
上

で
の
変
容

を
経

て
、
『
日
本
紀
』

の
出
雲
振
根
伝
承
、
『古
事

記
』

の
倭
建
伝
承

に
と
り
込
ま
れ
た
と
い
う
考

え
を
述

べ
、
さ
ら

に
、
 
『
古
事

記
』

の
出
雲
建
謀
殺

の
物
語
が
吉
備
氏

の
伝
承

に
よ

っ
た
も

の
で
は
な

い
か
と

い
う
仮
説
を
述
べ
る
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
。

注

1
 

古
事
記
歌
謡

の
番
号

は
、
西
宮

一
民
編

『古
事
記
』

(桜
楓
社
)
に
よ

っ
た
。

 

2
 

例
え
ば
、
岩
波
古
典
大
系

『古
事
記

・
祝
詞
』

の
補
注
に
は

 

 

 

サ
ミ

の
ミ
は
乙
類

の
味

で
あ
り
、
書
紀
も
乙
類

の
微
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
を

 

 

 

身
に
解
す
る

こ
と
は
妥
当

で
あ
る
。
サ
は
接
頭
語
と
も
解

せ
ら
れ
る
が

、
刀

 

 

 

剣
を
意
味
す
る
サ
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
刀
身

(サ
ミ
)

と

 

 

 

解

せ
ら
れ
る

(鞘

は
刀
屋
か
)。

 

 
と
あ

っ
て
、
宣
長
説
を
強
化
し
て
い
る
。

 

3
 
西
宮

一
民
氏
は

「古

事
記
私
解
ー
歌
謡
の
部
1
」

(『皇
学
館
論
叢

』

ニ
ニ
号
)

 

 
に
お
い
て
、

こ
の
他
に
次

の
二
例
が
逆
接
の
用
法

で
あ

る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

 

 

 

神
風

の
 

伊
勢

の
海
の
 

生
石
に
 

這
ひ
廻
ろ
ふ
 

細
螺

の
 

い
這
ひ
廻
り

 

 

 

/
撃
ち
て
し
止
ま
む
 
 
(記

一
三

・
紀
八
)

 

 

 

日
下
部

の
 

こ
ち

の
山
と
 

畳
薦
 
平
群

の
山
の
…
…
い
く
み
竹
 

い
く
み

 

 

 

は
寝
ず
 
た

し
み
竹
 
た
く
に
は
率
寝
ず
/
後
も
組

み
寝
む
 

そ
の
思

ひ
妻

 

 

 

 

あ
は
れ
 
 
(記

九
〇
)

 

 
し
か
し
、

こ
の
二
例
は
、
通
常

は
特
に
強
く
逆
接

に
と

る
こ
と
は
行
な
わ
れ
て

い
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な
い
も

の
で
あ
り
、
順
接
に
解
釈
し
て
さ
し

つ
か
え
な

い
と
思
う

の
で
あ
る
。

な

 
お
、
西
宮

氏
の
調
査

で
は
、 

『万
葉
集

』
に
は
連
用
中
止
法

の
逆
接

の
例
は
見
当

 
た
ら
な
い
と
い
う
。

4
 

『時
代
別
国
語
辞
典
 
上
代
編
』 

「さ

ぶ
」

の

「考
」
参
照

5

独
立
歌
謡

の
立
揚
を
と

る
も

の
に
は
、

相
磯
貞

三

『記
紀
歌
謡
全
註
解
』
、
守

屋
俊
彦

「出
雲
建
が
偲
け

る
大
刀
」

(『出
雲
学
論
孜
』
)
等
が
あ
り
、
い
ず

れ

も

守
部
説
を
支
持
し
て
い
る
。

一
方
、
同
じ
く
独
立
歌
謡
と
し
な
が

ら
も
、
山
路
平

 
四
郎

『記
紀
歌
謡

評
釈
』

は
こ
の
歌
を
久
米
歌
の

一
種

と
考

え
、
解

釈
は
宣
長
説

 
に
よ

っ
て
い
る
。

6
 

土
橋
寛

『古
代
歌
謡
全
注
釈
 
古
事
記
編
』

7
 

同
右

8
 
 
『折

口
信
夫
全
集
』
第
十

五
巻

「石
に
出
で
入
る
も
の
」

二
三

一
頁
参
照

9
 

井
上
光
貞

「国
造
制

の
成
立
」

(『史
学
雑
誌
』
六
〇
巻

十

一
号
)

10
 

『折

口
信
夫
全
集
』
第
十

三
巻

「東
歌
疏
」
六
九
頁
、
及
び
第

二
十
巻

「古

代

 
日
本
人
の
信
仰
生
活
」
二
四

一
頁
参
照

11
 

守
屋
俊
彦
前
掲

(注
5
)
論
文

12
 

門
脇
禎

二

『出
雲

の
古
代
史
』
第

H
章

付
記
 
小
稿
は
、
昭
和
六
十
年
度
本
塾
大
学
院

「古
代
国
文
学
特
殊
講
義
」
に

お

い

 
 
て
、
金
井
清

一
先
生
に
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
に
、
金
井
先
生

の
御
指
導
を
得
て
加

 
 
筆
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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