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古
代
衣
料
語
彙
と
そ
の
歌
言
葉

麻
と
木
綿
を
め
ぐ

っ
て

*
木

村

紀

子

要

旨

今

日
、
木
綿

・
絹

・
麻

は
、
衣
料

の
三
大
天
然
繊
維
と
し

て
世
界
中

の
人

々
に
重

用

さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ

で
、
記
紀
等

の
日
本
最
古

の
文
献

に
も
、

そ
れ
ら

は
い
ず

れ
も

「神
代
」

か
ら
の
、
稲

に
も
並
ぶ
大
切

な
も

の
と
さ
れ
た
記
述
が
あ

る
。

た
だ

し
、

ユ

フ

・
キ

ヌ

.
ア
サ

〈
ソ

・
ヲ
〉

と
い
う
古

代

の
音

で
と
ら
え
ら
れ
た
も

の
は
、
現
代

の

そ
れ

ら
と

は
指
示
す

る
対
象

・
領
域

が
少

し
異
な
る
。
と
く

に

ユ
フ
は
、
綿
花

で
な

く

ユ

フ

拷

や
科
等

の
木

の
内
皮

の
繊
維

に
よ
る
も
の

で
、

そ
れ
を
木
綿
と

い
う
時

は
も

っ
ぱ

ら

祭
祀
具

で
あ

り
、
衣
料

の
場
合

は
別
に
タ

へ
と
い
う
語
が
あ
る
。
そ

の
他
、

ハ
タ

・
ヌ

ノ

.
コ
ロ
モ
等

の
語
も
並

用
さ
れ
、
衣
料

に
か
か
わ
る
古

代

「
和
語
」

は
、
複
数

の
別

系
統

の
言
葉

の
混
用

の
趣
も
窺

わ
れ
る
。

そ
う
し
た
、
古
代
衣
料

の
文
化
史
的
実
態

と
歌

語
に
よ
る
伝

承
と

の
か
か
わ
り
を
考

え
な
が
ら
、

そ
の
中

で
い
わ
ゆ
る
不
明

と
さ
れ
る
枕
詞

の

「
ナ

ツ
ソ
ヒ
ク

・
ア
サ
モ

ヨ

シ
、

シ
ナ
ダ

ユ
フ

・
シ
ナ
テ
ル
」
等

の
意
味
も
明

ら
か
に
し

て
ゆ
き
た

い
。

は
じ
め
に

(
か

ら
こ
ろ
も

)

伊
勢
物
語
や
古
今
集

に
載
る
在
原
業
平
の
名
歌
、

○
か
ら
こ
ろ
も
着
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば

は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
そ
思
ふ

は
、
そ
の
解
釈
と
し
て
ふ

つ
う
、
「唐
衣
」
は

「着

つ
つ
」

の
枕
詞
、
「唐
衣
着

つ

っ
」

で

「
な
れ
に
し

つ
ま
し
あ
れ
ば
」

の
序
、
「着

・
馴
れ

・
褄

・
張
る
」

は
衣

の
縁
語
、
「妻
」
と

「
褄
」
、
「
張
る
」
と

「遥
る
」

は
掛
詞
、

そ
し

て
全
体
は

「
か
き

つ
ば
た
」
の
折
句
で
あ
る
と
、
す
こ
ぶ
る
技
巧
的
な
歌
と
い
う
風

に
見
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
技
巧
を

つ
く
し
た
ゆ
え
に

「誠
が
薄
い
」
な
ど
と
評
さ
れ
た

り
も
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
歌
は
、

は
じ
め
こ
そ
折
句

の
遊
び
と
思

っ
た
が
、

「皆
人
乾
飯
の
上
に
涙
落
し
て
ほ
と
び
に
け
り
」
と
い
う
ほ
ど
の
同
行
者

の
共
感

を
催

っ
た
も
の
で
、
技
巧
の
妙
を
喝
采
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
折
句
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
感

「唐

衣
を
着
馴
れ
た

(宮
仕
え
の
)
中
で
馴
れ
親
し
ん
だ
妻
が
都
に
あ
り
ま
す
の
で
、

は
る
か
な
旅
の
我
が
身
に
思
い
が
沈
み
ま
す
」
を
、
歌
い
込
め
た
も
の
だ

っ
た
の

で
あ
る
。

き

な
ら

○
韓
衣
服
楢
の
里
の
妻
待
つ
に

玉
を
し
付
け
む
好
き
人
も
が
も

(万

巻
六

九
五
二

神
亀
五
年
)

と
い
う
万
葉
集
の
歌
を
見
れ
ば
、
「
か
ら
衣
」

を

「
着
馴
る
」
と

い
う

こ
と
を

「妻
」
に
結
び

つ
け
る
発
想
は
す
で
に
奈
良
朝
か
ら
あ

っ
て
、

業
平

の
頃

に
は
技

巧
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
あ
り
ふ
れ
た
歌
句
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
か
ら
衣
」

の

歌
語
と
し
て
の
あ
り
様
は
、
万
葉
集

(六
首
)
か
ら
古
今
集

(十
首
)

へ
連
続
的
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で
、
と
く
に
古
今
集
の

「読
人
し
ら
ず
」
や
伊
勢

・
大
和
に
重
出
の
五
首
な
ど
は
、

万
葉
集
の
感
覚
と
大
差
な
い
詠
み
方
で
あ
る
。

　

　

○
鷹
が
ね
の
来
鳴
き
し
な
へ
に

韓
衣
裁
田
の
山
は
黄
葉
始
め
た
り

「

(万

巻
十

二

一
九
四
)

　

　

　

○
た
が
み
そ
ぎ
木
綿
つ
け
鳥
か

か
ら
衣
た
つ
た
の
山
に
お
り
は
へ
て
鳴
く

(古
今

巻
十
六

九
九
五
/
大
和

百
五
十
四
段
)

○
辛
衣
君
に
う
ち
着
せ
見
ま
く
ほ
り

恋
ひ
そ
暮
ら
し
し
雨
の
降
る
日
を

「

(万

巻
十

一

二
六
八
二
)

　

　

　

○
う
れ
し
き
を
何
に
包
ま
む

か
ら
衣
挟
豊
か
に
裁
て
と
い
は
ま
せ
を

(古
今

巻
十
七

八
六
五

読
人
し
ら
ず
)

前
二
首

で
は
、
「
か
ら
衣
」

は

「
裁

つ
」
も

の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
同
音

で

「竜
田
山
」
に
か
か
る
枕
詞
に
用
い
ら
れ
、
後
二
首
で
は
、
修
辞

に
か
か
わ
ら
ず

直
接

「
か
ら
衣
」
そ
の
も
の
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
万
葉
は
も
ち
ろ
ん

古
今
に
も
こ
の
よ
う
な
両
用
の
も
の
が
あ
る

「
か
ら
衣
」
は
、
枕
詞
と
し
て
の
成

立
が
新
し
く
、
し
か
も
書
紀

・
続
紀
の

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
を
み
れ
ば
、
そ
の
成

立
の
背
景
が
大
変
よ
く
分
か
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

ま
へ
も

ひ
ら
お
び

○
辛
酉

に
詔
し

て
日

は
く
、
「
親
王

よ
り
以
下
百
寮

の
諸
人
、
今

よ
り
已
後
、

裸

.
摺

.

た
す
き

ひ

れ

は
ば
き
も

脛
裳
着

る
こ
と
莫
れ
。
亦
、
膳
夫

・
采
女
等

の
手

縄

・
肩

巾
並
び
に
服
る

こ
と
莫
れ
。
」

と

の
た
ま

ふ
。

(
天
武
紀
十
年
三
月
)

○
詔
し

て
曰
は
く
、

「男
女
、
並

に
衣
服

は
、
欄
有

り

・
欄
無
し
及
び

結
紐

・
長

紐

.
意

の
任

に
服

よ
。
其

れ
会
集

は
む
日
に
、
欄
衣

を
着

て
長
紐
を

つ
け
よ
。
唯
し
男
子

の
み

は
、
圭
冠
有

れ
ば

冠
し
て
、
括
緒
揮

を
着

よ
。

…
…
…
」
と

の
た
ま
ふ
。

(

同

十
三
年
閏

四
月
)

そ
で
ぐ
ち

○
閏

八
月
丙
申
、
制

す
ら
く

「今

よ
り
以
後

、
衣

の
標

口
の
闊
さ
は
、
八
寸
已
上

一
尺
已

く
び

下

と
し
、

人
の
大
小

に
随

ひ

て
為

れ
、
衣

の
領
は
、
接
ぎ
作

る
こ
と
を
得
。
但
し
、
標

口
の
窄

く
小

き

こ
と
、
衣

の
領

の
細
く
狭
き

こ
と
得
ず
」
と

い
ふ
。

(続
紀

元
明

和
銅
元
年
)

〇
十

二
月
辛
丑
、
制
す
ら
く

「
諸
司

の
人
等

の
衣
服

の
作
、
或
は
標
狭

く
小

く
、
或

は
裾

大
き

に
長
し
。
ま
た
概

の
相
過

ぐ
る
こ
と
甚
だ
浅
く
し

て
、
行
き
趨
ら
む
時

に
開
き
易

し
。
此

の
如
き
服

は
、
大

き
に
無
礼
と
成
す
。
所
司
を
し

て
厳
し
く
禁
止
を
加

へ
し
む

べ
し
。
ま

た
、
元
位

の
朝

服
は
、
今

よ
り
以
後
、
皆
欄
黄
衣
を
着
せ
よ
。
欄
の
広

さ

一

尺

二
寸
以
下
。

…
…
…
」

と
い
ふ
。

(

同

和
銅

五
年
)

「
韓

衣

」

は
、

そ

の
伝

来

後

、

「
裁

ち

」

仕
立

て
る

も

の

だ

と

い

う

旧
来

の
衣

と

は
異

な

る
物

珍

し

さ

が
、

ま

ず
人

々

の
関

心

を

ひ

い
た

。

そ
し

て
、

異

国

風

の

ハ
イ

セ

ン

ス
ら

し

さ

を

も

っ
て
、

恋

し

い
君

に
着

せ

て
も

み

た

い
も

の
だ

っ
た
。

そ

れ

ゆ

え
、

衣

を
仕

立

て
る

女

性

の
口

に

な

る

「
裁

つ
」

を

介

し

て

の
枕

詞

的

成

立

は
、

比

較

的

早

か

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

し

か
し

そ
れ

が

、

朝

服

と

し

て
採

用

さ

れ

た
結

果
、

衿

の
付

け

方

か

ら

袖

口
や
裾

の
巾

ま

で
細

か

く

制

約

さ

れ

、

挙

句

に

は
、

概

が

は

だ

け

て
見

苦

し

い
者

に
は

「
所

司

」

が
目

を

光

ら

せ
る
と

な

っ
て
は
、

韓

衣

は

、

詰

衿

の
後

世

の
学

生

服

さ

な

が

ら

の
文

字

ど

お

り

「
辛

衣

(
万

二
六

一
九

・
二
六
八
二
)
」

と

な

っ
た

の

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

○
夏
影
の
房
の
下
に
衣
裁
つ
吾
妹

裏
儲
け
て
吾
が
た
め
裁
た
ば
や
や
大
に
裁
て

(万

巻
七

一
二
七
八
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
…
…
汝
麻
ぎ
ぬ
も

我
が
妻

の
如
く

挟
よ
く

着

よ
く

肩

よ
く

小
く
び
安
ら

に

汝
着
せ
め
か
も

縫

ひ
着

せ
め
か
も

(催
馬
楽

四
)

な

ど

も

、

き

つ
い

の

は
御

免

と

い

っ
た

感

覚

を

伝

え

る

も

の

で
あ

る
。

「
着

な

る
」

と

い

う
言

葉

は
、

実

は
奈

良

朝

で
は

「
よ

う

や

く

に
し

て
身

に
馴

染

ん

で
来

た
」

ほ

っ
と

し

た

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

も

っ
た

だ

ろ

う
。

そ

れ

を
業

平

は
、

む

し

ろ

「
着

馴

れ

た
朝

服

11
宮

仕

え
」

の
意

に
、

さ

す

が

に
少

し
転

じ

て
用

い

た

の

で
あ

る
。

平

安

朝

、

○
唐
衣

な
れ
ば
身

に
こ
そ
ま

つ
は
れ
め

か
け

て
の
み
や
は
恋

ひ
ん
と
思
ひ
し

(古
今

巻
十
五

七
八
六

景
式
王
)

と
、

す

で

に

「
唐

衣

」

は

す

っ
か

り

「
馴

れ
」

て
身

に
ま

つ
わ

る

も

の
と

な

っ
て

い
た

よ

う

で
も

あ

っ
た
。

そ

の
間

お

そ

ら

く

二
百

有

余

年

が

、

「
カ

ラ

コ

ロ

モ
」
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が
単
な
る
日
常

の
指
示
語
か
ら

「
歌
語
」
と
な
る
成
立
過
程
で
も
あ

っ
た
。

万
葉
集

の
い
わ
ゆ
る
枕
詞
の
中

で
も
、
「か
ら
衣
」
は
最
も
新
し
い
成
立

の
部

類

に
入
る
も
の
で
あ
る
。
お
び
た
だ
し

い
枕
詞
は
、
「
た
ら
ち
ね
の

・
あ
し
び
き

の

・
む
ら
ぎ
も
の
」
等
か
か
る
語
を
固
定
し
て
頻
用
さ
れ
る
も
の
ほ
ど
、
お
そ
ら

く
そ
の
背
後

に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
文
化
生
成

の
体
験
を
踏
ん
だ
、
口
碑
だ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
多
く
の
枕
詞
は
、
神
語
的
な

(
ミ
コ
ト
も

ち
に
発
す
る
)

一
部

の
も
の
以
外
、
そ

の
背
後

の
文
化
体
験
を
語
る
文
も
口
承
も

持
た
な
い
。
た
だ
、
あ
る
文
化
領
域

に
限
定
し
、
記
紀
万
葉

・
風
土
記
等
々
の
中

の
、
そ
こ
に
か
か
わ
る
言
葉
の
切
れ
は
し
を
綴
り
合
せ
て
ゆ
く
う
ち
に
、

一
つ
の

歌
語

の
背
景
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え

て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
は
、
主

に

「
麻
」
と

「
木
綿
」
を
め
ぐ
る
歌
語
に

つ
い
て
、
そ
う
し
た
手
法
を
探
り
な
が
ら
、

そ
の
言
葉
の
成
立
す
る
文
化
的
背
景
と

の
か
か
わ
り
を
考
え
る
試
み
で
あ
る
。

衣
料
に
か
か
わ
る
古
代
語
彙

「
食

」

の
次

に
人

に

と

っ
て
欠

く

こ
と

の

で
き

な

い

「
衣

」

の
起

源

に

つ
い

て
、

古

文

献

に

は

つ
ぎ

の

よ

う

な
記

述

が
残

さ

れ

て

い
る
。

○
時

に
、
保
食
神
、
実

に
已
に
死
れ

り
。
唯
し
其

の
神

の
頂

に
、
牛
馬
化
為

る
有

り
。
顧

　

　

　

　

の
上

に
粟
生
れ
り
。
眉

の
上

に
璽
生

れ
り
。
眼

の
中

に
稗
生

れ
り
。
腹

の
中

に
稲
生

れ

り
。
陰

に
麦
及
び
大
小
豆
生

れ
り
。

即
ち
其

の
稲
種
を
以

て
、
始

め

て
天
狭

田
及
び
長
田

に
殖
う
。
其

の
秋

の
垂
穎
、
八
握

に
莫

々
然

ひ
て
甚
だ
快

し
。

又
口
の
裏

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
璽
を
含

み
て
、
便
ち
糸
抽
く

こ
と
得

た
り
。
此

よ
り
始
め

て
養
蚕

の
道
有

り
。

(神
代
紀
上

第
十

一
書

五
段
)

○
時

に
、
天
照
大
神
、
赫
怒

て
天
石
窟

に
入

り
ま
し
、
磐
戸
を
閉

し
、
而

て
幽

居
し
た
ま

へ
り
。

愛

に
思
兼
神
、
深
く
思

ひ
遠
く
慮

り
て
議

り
て
曰
く
、
太

玉
神

を

令
し
諸
部
神
を
率

て
、
和
幣
を
造
ら
し
む

べ
し
。
傍

て
、
石
凝
姥
神

を
し
て
天

の
香
山

の
銅
を
取
り

て
日
像

の
鏡
を
鋳
し
む
。
長
白
羽
神

く伊
勢
国

の
麻
績

の
祖
。
今
俗

に
衣

　

へ

　

へ

　

服
を
白
羽
と
謂

ふ
は
此
縁
也
〉
を
し

て
麻
を
種

ゑ
て
以

て
青
和
幣

〈
古
語
、
ホ
伎
亘
〉

　

　

　

　

　

　

　

と
為
さ
し
あ
、
天

日
鷲
神
を
し

て
木
綿
を
造
ら
し
む
。
津
咋
見
神
を
し

て
穀

の
木
を
種

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

殖

て
以

て
白
和
幣

〈
是
、
木
綿
也
。
已
上

二
の
物

一
夜

に
蕃
茂
也
〉

を
作

ら
し
む
。
天

　

　

羽
槌
雄
神

〈倭
文
の
遠
祖
也
〉
を
し
て
文
布
を
織
ら
し
め
、
天
棚
機
姫
神
を
し
て
神
衣

　

　

　

　

　

を
織
ら
し
む
。
所
謂
和
衣
な
り
。

〈古
語
、
ホ
伎
多
倍
〉
。
櫛
明
玉
神
を
し
て
八
坂
環

五
百
箇
御
統
玉
を
作
ら
し
あ
…
…

(古
語
拾
遺
)

書
紀
十

一
書
に
よ
る
と
、
「養
蚕
」
は

「稲
作
」
と
共
に

「
神
代
」

に
始
ま
る

も
の
、
古
語
拾
遺

で
は
、
鏡
や
玉
と
共

に
、
「
麻

・
木
綿
」

が
や
は
り
神
代
の

か
ち

「
和

幣

」

と

さ

れ

て
い

る
。

た

だ

し

こ

こ

で

「
木

綿

」

と

は
、

右

に

い

う

「
穀

」

や

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
此

の
里

の
中

に
楮

の
樹
多

に
生
え
た
り
。
常

に
楮

の
皮
を
取
り

て
木
綿
を
造

る
。
因
り

　

　

て
柚
富

の
郷
と

い
ふ
。

(豊

後
国
風
土
記

速
見
郡
)

た
く

　　
　

と
い
う

「
楮
」
な
ど
の
木
の
枝
の
内
皮
か
ら
採

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
な
お
、
魏

志
倭
人
傳
に
は
、

　

　

○
男
子
は
皆
露
紛
し
、
木
縣
を
以

て
頭

に
招
け
、
其

の
衣
は
横

幅
、
但

々
結
束
し

て
相
連

ね
、

略
々
縫
ふ

こ
と
無
し
。
婦
人
は
被
髪
屈
紛
し
、
衣
を
作

る

こ
と
単
被

の
如
く
、
其

　

　

　

　

　

の
中

央
を
穿

ち
、
頭
を
貫
き

て
之
を
衣
る
。
禾
稲

・
紆
麻
を
種
え
、
蚕
桑
緯
続
し
、
細

　

　

　

綜
、
鎌
縣
を
出
だ
す
。
…
…

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
地
域
の
風
俗
を
伝
え
る
の
か
は
と
も
か
く
、

絹

・
麻

・
木
綿
と
い
う

「字
」
に
限

っ
て
は
今
日
も
健
在
の
三
大
自
然
衣
料
は
、

日
本
列
島
上
で
、
文
字
に
よ
る
記
録
が
始
ま

っ
た
時
点
の
口
承
で
も
、
神
代
の
も

の
と
す
る
く
ら
い
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ

っ
た
。

他
方
、
古
事
記
に
は
、

ふ

ち

○
即
ち
其

の
母
、
布
遅
葛
を
取
り

て
、

一
宿

の
間

に
衣

・
揮
及
び
機

・
沓
を
織

り
縫

ひ
、

亦
弓

矢
を
作

り

て
、
其

の
衣
揮
等
を
服
せ
、
…
…
…

(記
中

応
神
)

と

い
う

記
事

が

あ

っ
て
、

「
ふ
ち

」

が
古

く

は

あ
ら

ゆ

る
衣

服

に

「
織

縫

」

さ

れ

た

も

の
だ

っ
た

と

見

ら

れ

る

が

、

こ
れ

は

木

か

ら

採

る

の
だ

か

ら

「
木

綿

」

の
部
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良奈

類

に
入

る

の
だ

ろ

う

か
。

祝

詞

の

「
奉

る

う

つ

の
幣

吊

」

の
中

に
は

、

○
御
服

は
、
明

る
妙

・
照

る
妙

・
和
妙

・
荒
妙
。

と

挙

が

る

の

が
決

ま

り
文

句

で
あ

る

が
、

こ

の
う

ち

の

「
荒

妙

」

は

、

万

葉

集

で

は
、

「
荒

妙

の
藤

原

(
五
〇
)
」

「
荒

楮

の
藤

江

之

浦

(
二
五

二
)
」

と

枕

詞

と

な

っ

て
も

っ
ぱ

ら

「
藤

」

に

か

か

る
。

そ

れ

は
、

　

　

○
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
衣
の
藤
服
、
間
遠
に
し
あ
れ
ば
未
だ
着
な
れ
ず

(万

巻
三

四

一
三
)

と
い
う
よ
う
な
万
葉
時
代
の
大
宮
人
な
ど
は
着
な
い
目
の
荒
い
粗
衣
と
さ
れ
る
も

の
だ

っ
た
。
「藤
衣
」
は
平
安
期
に
は
喪
服
の
代
名
詞

で
あ
る
が
、
万
葉
歌

の
中

の
喪
服
は
、

　

　

○
…
…
遺

は
し
し

御
門

の
人
も

白
妙

の

麻
衣
着

て

(
巻
二

一
九
九

高
市
皇
子
積
宮
時
歌
)

　

　

○
…
…
内
日
刺
す

宮

の
舎
人
も

雪

の
穂

の

麻
衣
服
れ
ば

(巻
十
三

三
三

二
四

挽
歌
)

と

、

む

し

ろ

麻

衣

だ

っ
た

よ

う

で
あ

る
。

な

お

、

「
フ
ヂ
葛

」

の

「
葛

」

と

同

字

く
ず

が
宛
て
ら
れ
る

「葛
」
も
ま
た
衣
と
さ
れ
た
も
の
で
、

　

　

　

　

○
女
郎
花
生
沢
の
辺
の
真
葛
原

い
つ
か
も
繰
り
て
我
が
衣
に
着
む

(巻
七

一
三
四
六
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
剣
の
後
鞘
に
入
野
に
葛
引
く
吾
妹

真
袖
も
ち
着
せ
て
む
と
か
も
夏
草
刈
る
も

(巻
七

一
二
七
二
)

な
ど
と
、
万
葉
集
で
は
女
性
が
引
く
も

の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
様
々
な
象
徴
性
を
も

つ
神
話
の
神
名
の
中

で
、
皇
統

の
系
譜
に

つ

な
が
る
日
神
の
子

「天
忍
穂
耳
尊

(書
紀
名
に
よ
る
)
」
と
、
高
皇
産
霊
尊

の
女

「
楮
幡
千
千
姫
」

の
結
婚
は
、
「楮
幡
」
と

「忍
穂
」
と
い
う
衣
食
文
化

の
存
立
を

象
徴
す
る
も
の
だ
ろ
う
が
、

こ
の

「楮
」
億
木
綿
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
「絹

(蚕
)」

に
つ
い
て
は
、
と
く
に
そ
れ
に
か
か
わ
る
主
要
な
皇
統
上

の
神
名
と
い
っ
た
も
の

は
見
当
ら
な
い
。
養
蚕
に
か
か
わ
る
記
紀
の
記
述

で
、
神
代
以
外

で
注
目
さ
れ
る

の
は

、

○

「
大
后

の
幸
行
し
所
以
は
、
奴
理
能
美

(韓
人
)
が
養

へ
る
虫
、

一
度

は
毎

ふ
虫

に
為

り
、

一
度

は
鼓

に
為
り
、

一
度
は
飛
ぶ
鳥

に
為
り

て
、

三
色

に
変

る
奇
し
き
虫
有
り
。

此

の
虫
を
看
行
し

に
入
り
坐
し
し

に
こ
そ
。
更

に
異
心
無

し
。
」
と

い
ひ
き
。

如
此

奏

す
時

に
、
天
皇

(仁
徳
)
詔
り
た
ま

ひ
し
く
、
「
然
ら
ば
吾
も
奇
異
し
と
思

ふ
。
故
、
見

に
行
か
む
と
欲
ふ
。
」
と

の
り
た
ま

ひ
て
、
大
宮
よ
り
上

り
幸

ま
し

て
、

奴

理
能
美

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

家

に
坐
し
し
時
、
其

の
奴
理
能
美
、
己
が
養

へ
る
三
種
の
虫
を
大
后

に
献

り
き
。

(記
下

仁
徳
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〇
三
月

の
辛
巳

の
朔
丁
亥

に
、
天
皇
、
后
妃
を
し

て
親
ら
桑
こ
か
し
め
て
、
蚕

の
事
を
勧

　

　

　

　

　

め
む
と
欲
す
。
髪

に
ス
ガ

ル
に
命
せ

て
、
国
内

の
蚕
を
聚
め
し
あ
た
ま
ふ
。
是

に

ス
ガ

ル
誤

り
て
嬰
児
を
聚
あ

て
、
天
皇

に
奉
る
。

(雄
略
紀

六
年
)

　

　

　

　

　

　

〇
十
六
年

の
秋
七
月

に
、
詔
し

て
、
桑

に
宜
き
国
縣

に
し

て
桑
を
殖

ゑ
し
む
。
又
秦

の
民

を
散
ち

て
遷
し

て
庸
調
を
献
ら
し
む
。

(同

十
六
年
)

○

(
三
月

の
)
戌
辰

に
、
詔
し

て
日
は
く

「
朕
聞
く
、
士
、
年
に
当

り
て
耕

ら
ざ

る
有

る

と

き
は
、
天
下
其

の
飢
を
受
く

る
こ
と
或

り
。
女
、
年

に
当
り

て
績
ざ

る
こ
と
有

る
と

き

に
は
、
天
下

の
寒
を
受

く
る
こ
と
或
り
。
故
、
帝
王
躬
ら
耕
り

て
、
農
耕
を
勧

め
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

后
妃
親
ら
蚕
し
て
、
桑
序
を
勉
め
た
ま
ふ
。
況
や
蕨
の
百
寮
万
族
に
盤
る
ま
で
に
、
農

績
を
廃
棄
て
て
股
富
に
至
ら
む
や
。
有
司
、
天
下
に
普
告
ひ
て
、
朕
が
懐
は
む
こ
と
を

織
ら
し
あ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

(継
体
紀
元
年
)

な
ど
で
あ
る
。
養
蚕
は
、
少
な
く
と
も
ヤ
マ
ト
民
族
に
お
い
て
は
、
仁
徳
天
皇
の

頃

に
は
ま
だ
珍
し
が
ら
れ
、
雄
略
天
皇
の
頃
、
勧
業
が
は
か
ら
れ
、
継
体
天
皇
の

頃

に
は
、
后
妃
を
先
頭

に
女
子
の
業
と
し
て
大
い
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
と
い
う
あ

た
り
が
、
史
実

に
近

い
か
も
知
れ
な
い
。
と
ま
れ
、
万
葉
集
歌
の
、

か

こ

○
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
蚕
の
繭
こ
も
り

と
い
う
常
套
の
序
は
、
万
葉
の
世
紀
か
ら
は
百
年
以
上
遡
る
、
少
な
く
と
も
継
体

期
の
頃
以
前
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性

の
あ
る
歌
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
右

そ

み

そ

そ

そ

の

こ
と

か

ら

は
、

「
神

衣

・
御

服

(祝
詞
)
・
衣

通

姫

」

の

「
衣

」

の
素

材

は

、

も
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と
も
と
絹
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。

万
葉
集
で
、
キ
ヌ
の
主
文
字
は

「絹
」
で
は
な
く

「衣
」
で
あ
る
が
、

「衣
」

は
ま
た

コ
ロ
モ
の
主
文
字
で
も
あ
る
。

コ
ロ
モ
と
キ
ヌ
は
、
万
葉
集
の

「衣
服
」

の
意
で
は
、
さ
き
の

「麻
衣
」
の
訓
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
同
義
と

見
る
し
か
な
く

(
コ
ロ
モ
は
下
着
的
と

い
う
見
方
も
あ
る
が
、
な
ら
ば

「韓
衣
」

は

「カ
ラ
ギ
ヌ
」
と
し
た
は
ず
で
、
別

に
上
下
の
別
に
は
か
か
わ
ら
な

い
)
、
現

代
で
も
、
「着
物

・
衣
服
」
な
ど
と
和
漢
並
用
す
る
よ
う
に
、

そ
の
時
点
で
は
共

に
和
語
と
見
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
遠

い
昔
の
別
系
統
の
用
語
が
並
用
さ
れ
て
い

　　
　

　

　

そ

た

可

能

性

が

考

え

ら

れ

る
。

ま

た

、

「
ソ
デ

・
ス

ソ
」

の
中

に
も

存

す

る

「
衣

」

ぞ

は
、
平
安
期
、
帝
の

「御
衣
」
な
ど
と
儀
礼
語
化
し
て
残
り
、

一
方
、
方
言
に
は

　
ヨ
　

近

来

ま

で
主

と

し

て
麻

の
繊

維

を

指

す

熟

語

の
中

に
根

づ

よ
く

残

っ
た

と

こ

ろ
か

ら

も

、

こ

の
列

島

で
、

も

っ
と

も

古

層

の
語

で
あ

る
可

能

性

が

つ
よ

い
。

・
さ

て
、

コ

ロ
モ
は

、
'
常

に

「
衣

服

」

だ

け

の
意

で
あ

り

、

万

葉

集

の
用

字

も

そ

れ

に
限

ら

れ

る
が

、

キ

ヌ

の

ほ
う

は
、

　

○
西

の
市

に
た
だ
独
り
出

て
眼
並

べ
ず

買

ひ
て
し
絹

の
商
じ

こ
り
か
も

(
巻
七

一
二
六

四
)

　

○

…
…
水

繧

の
絹

の
帯
を

引
帯
な
す

韓
帯

に
と
ら
せ
…
…
…

(巻
十
六

三
七
九

一
)

と
、

「
絹

」

を

宛

て

る

も

の

が

二
例

あ

り

、

い

ず

れ

も

「
衣

」

で
な

く

い

わ

ば

ヌ
ノ

布

段

階

を

い
う

と

見

ら

れ

る

。

た

だ

し

、

一
般

に
当

時

「
布

(万
葉

に
仮
名
例

は
な

い
)
」

と

い
う

場

合

、
　

　

　

　

　

　

　

○
其

の
王
子
は
、

布

の
衣
揮
を
服
し

て
、
既

に
賎
し
き
人

の
形

に
為
り

て
、
幟
を
執

り
て

船

に
立
ち
た
ま
ひ
き
。

(記
中

応
神
)

　

○
綿

も
な
き

布
カ
タ
衣

の

海

松
布

の
如

わ
わ
け
さ
が
れ

る

(巻
五

八
九

二
)

　

○

あ
ら
妙

の
布
衣
を
だ

に
着
せ
が

て
に

(同

九
〇

一
)

　

○
打
楮

は

経

て
織
る
布

の

日
曝

の

あ
さ
手
作
り
を

(巻
十
六

三
七
九

一
)

　

○
庭

に
立

つ
麻

手
刈
り
干
し
布
さ
ら
す

東
女
を
忘
れ
た
ま
ふ
な

(巻

四

五

二

一
)

と
、
万
葉

の
頃
は
、
総
じ
て

「
ア
ラ
妙
」

に
対
応
も
す
る
貧
し
い
粗
布
を
指
す
よ

う
で
あ
り
、
絹

の
例
は
見
当
ら
な
い
。
和
名
抄
の

「布
」
の
項
の
説
明
に
は

「織

キ
ヌ

キ
ヌ

麻
及
綜
為
畠
也
」
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「布
肩
衣

・
布
衣
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、

キ
ヌ
は
や
は
り

「衣
」

の
こ
と
が
第

一
義

で
、
そ
の
素
材
を
限
定
し
て
い
た
と
は

見
え
な
い
。

　

　

　

　

　

○
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
衣
の
藤
服

間
遠
に
し
あ
れ
ば
未
だ
着
な
れ
ず

(巻
三

四
一
二
)

　

　

は
、

ふ

つ
う

「
塩

焼

ギ

ヌ

の
藤

ゴ

ロ
モ
」

と

訓
ん

で

い
る
。

な

お
、

キ

ヌ

・
ヌ
ノ

・

　ヌ
フ

(縫
)
の

「
ヌ
」
は
、
何
ら
か
の
関
係
性
を
示
す
音
だ
と
見
ら
れ
、
あ
る
い

　　
　

キ

は
、

「
ヌ

フ
」

こ
と

に
よ

っ
て

「
ヌ

・
ノ
」

か

ら

「
着

・
ヌ
」

と

な

る

と

い

う

の

だ

っ
た

か
も

知

れ
な

い
。

麻

の

こ
と

は
万

葉

語

で

ア
サ

と

も

ヲ
と

も

ソ

(甲
)
と

も

い
う

と

見

ら

れ

て

い

　

　

　

る
。
和
名
抄

「麻
苧
」
の
和
名
も

「乎

一
伝
阿
佐
」
と
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
用
例

で
見
る
限
り
三
語
に
は
い
さ
さ
か
の
用
法

の
差
が
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
他
語

と
の
複
合
語
な
い
し
熟
語
と
な
る
場
合
、

ア
サ

・
ヲ
・
ソ
の
間
に
変
換
性
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

ソ
は
、
「真
ソ

・
打
ソ
を

・
夏
ソ
引
く
」
な
ど
と
し
て
固
定

う

　

　

け

　

ふ

　

　

　

し

て
出

、

ヲ
は
、

「
読

み

麻

・
麻

笥

・
麻

原

・
桜

麻

・
直

さ

麻

・
乱

れ

麻

」

な

ど

　

　

　

と

し

て
出

る
。

ア
サ

は
、

「
麻

蒔

く

・
麻

を

引

干

す

・
庭

に
立

つ
麻

」

な

ど

と

最

も

植

物

名

称

風

に
出

る

が
、

「
麻

衣

・
麻

裳

」

と

衣

服

素

材

と

し

て

い

う

場

合

も

ア
サ

で
あ

る
。

ヲ
は
、

同

音

の

「
緒

」

と

通

じ

る

と

見

ら

れ

、

「
ア

サ

ヲ

(
万

三

四
八

四
)
」

と

も

い

う

と

こ
ろ

か

ら

は
、

あ

る

程

度

加

工

し

て

「
緒

」

状

に

な

っ

た
も

の
、

あ

る

い

は

「
緒

」

に
す

る

も

の
と

し

て
の
素

材

を

い
う

こ
と

が

、

「
ヲ

　を
ウ
ム
」
と
い
う
言
い
方
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
用
例
の
詳
細
は
次
章
で
検

討
す
る
が
、
要
す
る
に
、

ア
サ
は
、
植
物
段
階
と
そ
の
製
品
に
冠
し
て
言
い
、
ソ

も
ま
た
植
物
段
階
を
言
う
が
、
「
ソ
衣

・
ソ
裳
」
と
い
っ
た
用
法

に
は
な
り
え
な

ソ

い
。

な

ぜ

な

ら

ソ
は
、

お

そ

ら

く

「
御

衣

」

の

ソ
と

甲

・
乙

仮

名

の
違

い

は
あ

る

く
ず

も
の
の
少
な
く
と
も
同
子
音
を
基
に
意
味
を
展
開
さ
せ
て
い
る
語
で
、

「真
葛
」

く
ず

に
対
す
る
た
だ
の

「葛
」
が
あ
る
の
と
同
様

に
、
「
真
ソ
」

と
い
う
か
ら
に
は
た
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ソ

だ

の

「
ソ
」

も

あ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

「
カ

ウ
ゾ

(
楮

↑

紙

ソ
)
」

や

「
天

つ
菅

曽
」

(
祝
詞

六
月
晦
大
祓
)

の

「
ソ
」

も

お

そ

ら

く
同

じ
感

覚

で

と

ら

え

ら

れ

た

も

の

だ

ろ
う

。

「
ソ
」

と

は
、

樹

皮

を

ソ

い
だ

も

の
か

ら

作

っ
た

身

を

よ

ソ

フ
も

の

を

未

分

化

に
指

し

た
音

で
、

「
ソ

ク

・
ソ

ソ

ク
」

な

ど

の
動

詞

の
音

も

、

そ

の
薄

く

は
ぐ

意

に

つ
な

が

っ
て

い

る

と
見

ら

れ

る
。

と

こ

ろ

で
、

　

　

　

　

　

　

　

　

○
神
山
の
山
辺
真
蘇
木
綿
短
か
木
綿

か
く
の
み
か
ら
に
長
く
と
思
ひ
き

(万

巻
二

一
五
七
)

と
い
う
歌

で
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
楮

や
穀

で
作
る

「木
綿
」
よ
り

「真
ソ

(麻
)」

で
作
る

「木
綿
」
の
方
が
短
か
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
麻
も
ま
た

「
木
綿
」
の
原

材
だ

っ
た
と
見
ら
れ
、
古
代
、
麻
と
木
綿
は
並
列
す
る
語
で
は
な
か

っ
た
。
「
木

綿
」
と
い
う
宛
字
は
、

ユ
フ
に
対
し
あ
る
い
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
か

っ
た
の
か　

も
知
れ
な
い
。
和
名
抄

で
は

「
木
綿
」

の
和
名
を

「
由
布
」
と
し
、

「折
之
多
白

　糸
者
也
」
と

「本
草
経
注
」

に
よ
る
説
明
を
加
え
る
が
、
布
や
麻
な
ど
が
並
ぶ

「服
玩
具
」
で
は
な
く
、
十
巻
本

・
二
十
巻
本
共
に

「祭
祀
具
」

の
冒
頭

に
挙
げ

ら
れ
る
。
三
章
で
詳
し
く
見
る
が
、
記
紀

・
万
葉
の
用
例
も
、
基
本
的
に
祭
祀
具

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

ユ
フ
の

「
ユ
」
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に

「斎
」
だ
と
し
て
、
「
フ
」
は
何
だ
ろ
う
か
。

○
好
き
麻
の
所
生
、
故
之
を
総
国
と
謂
ふ
。
穀
木
の
所
生
、
故
之
を
結
城
郡
と
謂
ふ
。

〈古
語
、
麻
を
之
総
と
謂
ふ
。
今
上
総

・
下
総
二
国
と
為
す
、
是
也
。〉

(古
語
拾
遺
)

フ
サ

古
語
に
麻
を
た
だ
ち
に

「総
」
と
言

っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
現
代
語
で

も
あ
る

「
フ
サ

(房
)」
と
は
、
和
名
抄

(十
巻
本
)
に
、
「総
布
散
聚
糸
成
東
也
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
緒

(麻
)
を
機
に
か
け
る
た
め
に
束
ね
た
も
の
の
こ
と

た
て

を
指
す
の
が
始
ま
り
で
、
そ
れ
を
経
糸

と
し
て
機
に
か
け
目
を
整
え
る
こ
と
を
、

　

　

　

　

○
打
楮
は

経
而
織
る
布
の

(万

巻
十
六

三
七
九

一
)

　

へ

　

○
経
引
波
太
不

(新
撰
字
鏡
巻
十
二

機
調
度
及
織
縫
染
事
)

フ

と

、

「
経

」

と

い

っ
た
。

「
ユ

フ
」

と

は
、

原

材

が
穀

に

せ

よ
楮

に
せ

よ
麻

に
せ
よ
、

(齢
を
通

す
過
程

を
経

て
)
真

白

に
爵

ま

わ

れ

た

フ

(
長

い
糸

な

い
し
緒

の
束
)

の

意

で
あ

ろ

う
。

な

お
、

フ
と

は

、
　

○
大

君
の

み

こ
の
柴

垣

ヤ

フ
シ
マ
リ

し
ま
り
も
と

ほ
し

(記
下

清
寧
)

　

○
真
小
薦

の

フ
の
間
近
く

て
合
は
な

へ
ば

(万

巻
十

四

三
五
二
四
)

こ
も

む
し
ろ

た
て
ぬ
き

と
、

衣

料

に
限

ら

ず

薦

・
席

・
柴

垣

な

ど
編

ん

で
作

る
も

の

の

「
経

緯

(
万

一

一
二
〇
)
」

の

「
経

」

を

い
う

語

で
も

あ

っ
た

と

見

ら

れ

る
。

ま

た
、

を

ふ

○
桜
麻

の
苧
原

の
下
草
露
し
あ
れ
ば

(万

巻
十

一

二
六
八
七
)

○
桜
麻

の
麻
原

の
下
草
早
く
生

ひ
ば

(万

巻
十

二

三
〇
四
九
)

の

「
桜

麻

の

ヲ

フ
」

と

は
、

桜

麻

の

「
緒

経
」

を

「
麻

生

」

に
掛

け

て
続

け

た

と

見

ら

れ

る
も

の

で
あ

る
。

古

代

の

ハ
タ
織

り

用

語

は

、

ハ
タ

(
機

・
服

)
・
ヒ

(
仔

)
・
フ

(
経

)
.

へ

　

(綜
)
と
、
す
べ
て
ハ
(P
)
行
音
に
展
開
し
て
も
い
る
。

と
す
れ
ば

「
タ

へ
」

も
ま
た
そ
の
語
群
の
中
で
把
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
で
の
タ
へ
を
も

つ
用
語
と
そ
の
用
字
は
、

コ
ロ
モ

・
キ
ヌ

な
ど
の
無
造
作
な
単
純
さ
と
比
べ
て
は
な
は
だ
多
様
で
あ
る
。

シ

ロ

タ
へ

シ

キ

タ
へ

季

裏

7

裏

忠

裏

裏
訓

用
字

15 4 1 1
カ

ナ

12 3 1 1 1 楮

16 9 4 1 妙

16 16 2 細

11 3 1 細
布

布
1

木綿

1

白
-

和

7

1

雪
1

孟
他

数字 は用例数。

 

一
見
し
て
、
漢
語
に
直
接
対
応
す
る
語
な
し
と
さ
れ
た
ら
し
い

「
タ

へ
」

の
妙

な
る
よ
さ
を
い
か
に
表
記
す
る
か
に
心
を
用
い
た
ら
し
い
様
子
が
窺
え
る
。
ま
ず

は
そ
の
原
材
に
よ

っ
て

「
楮
」
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
満
足
で
き
な
か

っ
た
と
い



木村:古 代衣料語彙とその歌言葉43

う
の
が
そ
の
他
の
用
字

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
雪
の
白
さ
を
も

つ
細
い
糸

を
も

っ
て
織
ら
れ
た
何
と
も
妙
な
る
布

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
ア
ラ
タ

へ
」

に
は

「細

・
細
布
」
が
用
い
ら
れ
な
か

っ
た
の
は
、
当
然
そ
れ
な
り
の
実
態
だ

っ

た
の
だ
ろ
う
。

タ

フ

な
お
、
室
町
期

の
節
用
集
類
に

「布
名
」
と
注
さ
れ
も
し
て

「太
布
」
と
い
う

も
の
が
挙
が
り
、
何
程
か
太
い
糸
に
よ
る
布
と
し
て
、
近
来
ま
で
民
間
の
仕
事
着

　　
　

と

し

て
残

っ
て

い
た

も

の
だ

と

す

る

と

、

も

し

か

し

た
ら

そ

の

「
タ

フ
」

と

い

う

呼

称

は
、

「
ユ

フ
」

「
ヲ

フ
」

と

共

に
万

葉

集

以

前

の
大

昔

か

ら
あ

っ
て
、

そ

れ

が

糸

を
細

く

し

て
織

ら

れ

た

の
が

「
タ

へ
」

だ

っ
た
と

い

う
可

能

性

も

、

「
へ
」

の

音

感

か

ら

し

て
あ

な

が

ち

あ

り

え

な

い

こ
と

で

は
な

い
だ

ろ

う
。

　

　

　

　

　

　

○

や
す
み
し
し

わ
が
大
君

の

獣
待

つ
と

呉
床

に
坐
し

シ

ロ
タ

へ
の
袖
着

そ
な

ふ

(記
下

雄
略
)

　

　

　

　

○
臣
の
子
は

タ
へ
の
袴
を

七
重
を
し

庭
に
立
た
し
て

脚
結
撫
だ
す
も

(雄
略
即
位
前
紀
)

と
、
タ

へ
が
歌
わ
れ
た
以
降
の
大
宮
人

の
形
成
と
、
タ

へ
の
需
要

の
伸
び
と
は
相

侯

っ
て
お
り
、
「白
妙

の
」
が
万
葉
集

で
枕
詞
風
の
形
容
詞
と
し
て
大
部
分

「袖

・

衣
手
」
に
か
か
る
の
も
、
コ
眉
ぎ
ぬ
」

で
は
な
い

「袖
付
衣
」

を
着
る
こ
と
と
白

細
布
の
出
現
と
は
、
お
そ
ら
く
ま
た
同
時
的
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
以
上
見
て
来
た
万
葉
集
頃
ま
で
の
古
代
に
お
け
る
衣
料
語
彙

の
あ
り
様
を
表
示
し
て

一
覧
し
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。

○
で
囲

っ
た

ソ

(甲
)
・
フ
・
タ

・
ソ

(乙
)
は
、
各
生
産
段
階
を
示
す
古
層
語

の
基
音
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
蚕
は

「
ク

ハ
コ
」
で
、
あ
く
ま
で
桑

そ

が
主
体
と
見
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
「衣
」
は
何

に
よ
ら
ず
木
か
ら
の
も

の
と
い
う
前
提
が
あ

っ
て
の
発
想
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

「
ソ
」
は
、
本
来
、
素
材

と
衣
服
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
素
朴

に
示
す
名
称
、

ハ
タ
は
布
と
そ
れ
を
織
る

道
具
を
、
キ
ヌ
は
布
と
そ
れ
を
装

い
と
し
た
も
の
を
、
ヲ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
そ

の
原
材
料
の
麻
を
も
、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
る
こ
と
な
く
呼
称
し
て
い
た
。

マ
ユ
の
ユ

①(原

材)

②(素

材)1う

つ

③

糸
・

緒iくるーう

む

④

布
・

吊1を

る

⑤

衣
・

服1ぬ

ふ

フ
ヂ

(藤

)クズ(葛)タク(拷)カヂ(穀)シナ(科)

⑦
甲

一

ユ

フ一フ

サ(シ)ヲ

⑦

↓
ハ

④一タ

へ

一
〈
タ

フ
〉ヌノ

v

⑦
乙

コ

ロ

モキヌ

ア
サ

(麻

)

マ

ソ

ク
ハ

(

桑)

マ

ユ

イ

ト

と

ユ
フ
の
ユ
と
は
、
共
に
斎

(湯
)
に
か
か
わ
る
可
能
性
も
あ
る
。

な
お
、
各
語
が
歌
の
中
な
ど
で
簡
潔
な
複
合
語
に
な
る
と
き
は
、
「
フ
ヂ
衣

・

ひ

れ

タ

ク
領

布

・
ア

サ
裳

(
①

⑤

)
・
新

ク

ハ

マ
ヨ

の
キ

ヌ

(
①

②

⑤

)
・
タ

ク
幡

(①た

④

)
・
ア
サ

ヲ

(①

③

)
・
真

ソ

ユ

フ

(
②

③

)
・
ユ

フ
肩

ギ

ヌ

(
③

⑤

)
・
ユ

フ
手

す
き

し

つ

縄

(③
⑤
)
・
ヌ
ノ
肩
ギ

ヌ

(④
⑤
)
・
白
タ
ヘ
コ
ロ
モ

(④
⑤
)
・
倭
文

ハ
タ
帯

(④
⑤
)
」
と
い
う
よ
う
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
生
成
の
実
態
に
密
着
し
た
①

↓
⑤
の
順
番
に
結
合
す
る
。

一
一

麻
を
め
ぐ

る
歌

語

　

　

　

○
上
つ
け
の
安
蘇
の
真
ソ
群
か
き
む
だ
き

寝
れ
ど
飽
か
ぬ
を
あ
ど
か
吾
が
せ
む

(万

巻
十
四

三
四
〇
四

東
歌
)

お
そ
ら
く
麻
は
、
繊
維
の
素
材

「
ソ
」
を
採

る
に
最
も
よ
い
と
さ
れ
た
ゆ
え

ま
「
真
」
が

つ
い
た
と
思
わ
れ
る
。
上
野
国
安
蘇
に
は
麻
が
自
生
し

て
い
た
よ
う
に



44第27号奈 良 大 学 紀 要

も
見
え
る
こ
の
歌
は
、
人
々
が
そ
の
麻
を
ど
の
よ
う
に
引
い
た
か
が
修
辞
と
な

っ

て
い
て
、
両
手

で
群
生
し
た

「
真
ソ
」
を

「か
き
抱
き
」
そ
の
ま
ま
体
重
を
か
け

て
倒
れ
引
く
、
あ
た
か
も
妹
を
抱
い
て
草
群
に
倒
れ
寝
る
よ
う
に
、
と
逆
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

　

　

○
麻
衣
着
れ
ば
な
つ
か
し

木
の
国
の
妹
背
の
山
に
麻
蒔
く
吾
妹

(巻
七

一
一
九
五
)

麻
は
自
生
種
も
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
早
く
か
ら
各
地
で
播
き
殖
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
も

一
年
草
の
麻
は
、
山
な
ど

へ
よ
り
も
手
近
な

「庭
」
や

「垣
内
」

に
も
植
え
て
、

○
庭
に
立
つ
麻
手
刈
り
干
し
布
晒
す

東
女
を
忘
れ
た
ま
ふ
な

(巻
四

五
二
一

常
陸
娘
子
)

た
へ

○
小
垣
内

の

麻
を
引
干
し

妹
な
ね
が

作
り
着
せ
け
む

白
細
の

紐
を
も
解
か
ず
…
…

(巻
九

.
一
八
〇
〇
)

と
、

そ

れ

を

「
引

干

し

」

あ

る

い

は

「
刈

干

し

」
、

つ
い

で
、

　

　

　

　

　

○
打
麻

を
麻
続

王
あ
ま
な
れ
や

(巻

一

二
四
)

　

　

　

　

○
打
十

八
為

麻
続

の
子
ら

(巻
十
六

三
七
九

一
)

な

ど

と
、

晒

し

た

「
ソ
」

を

打

っ
て
繊

維

に
し

た
後

「
ヲ
」

を

「
ウ
ム

(績

ー
産
)
」

の

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○

ア
サ

ヲ
ラ
を

ヲ
ケ
に
ふ
す
さ
に

ウ
マ
ず
と
も

明

日
着
さ
せ
あ
や

い
ざ
せ
小
床

に

(巻
十

四

三

四
八

四

東
歌
)

　

　

　

　

　

　

　

　

○
処
女
ら
が
続
麻
か
く
と
ふ
鹿
背
の
山

時
し
往
け
れ
ば
京
と
な
り
ぬ

(巻
六

一
〇
五
六

讃
久
魎
新
京
歌
)

を

け

「
ヲ
」
は
、
「乱
れ
麻
の
麻
笥
を
無

み

(三
二
七
二
)」

と
い
う
ほ
ど
に

「
麻
笥

　

　

に

ふ
す

さ

に
績

ま
」

な

い
限

り

、

一
着

の

(
袖

付

の
)

衣

の
料

に

は
な

ら

な

い
も

の

で
、

う
み
を

　
　
　
　
　
　

○
処
女

ら
が
続
麻

の
タ
タ
リ
打

麻
懸
け

続
む
時
な
し

に
恋

ひ
わ
た
る
か
も

(巻
十

二

二
九
九
〇
)

　

　

　

　

　

○
処
女
ら
が

麻
笥
に
垂
れ
た
る

続
麻
な
す

長
門
の
浦
に

(巻
十
三

三
二
四
二
)

と
、
「う
ま
ず
た
ゆ

(手
緩
)
ま
ず
」
に

「か
せ
」
や

「た
た
り
」

に
山

の
よ
う

に
懸
け
巻
き
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
気

の
長
い
作
業

で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
と
く
に

「処
女
ら
」
が
す
る
と
言
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
少
女
の
細
い
指
に
う
ま
れ
た

た

へ

細
い
ヲ
が
、
と
り
わ
け
細
な
る
布
を
成
し
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
宇
治
拾
遺
物
語

の
中
に
、
平
安
中
ご
ろ
の
語
り
か
と
見
ら
れ
る

「
石
橋
下
蛇
事

(五
七
)」

と
い

う
話
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
思
う
所
が
あ

っ
て
と
あ
る
京
の
女
あ
る
じ
の
家
に

宿
を
借
り
た

一
人

の
女
が
、

を

○

「
か
く
宿

さ
せ
給

へ
る
か
は
り

に
、
麻

や
あ

る
、
う

み
て
奉
ら
む
。
火

と

ぼ
し
給

へ
」

と
い

へ
ば
、

「
う
れ
し
く
の
た
ま
ひ
た
り
」
と

て
、
火
と
も
し

つ
。

麻

と
り
出

し

て
あ

づ

け
た
れ
ば
、

そ
れ
を

う
み

つ
＼
見

れ
ば
、
此
女
も
ふ
し

ぬ
あ
り
。

と

い

う
描

写

が

あ

る
。

古

代

民

間

の
女

性

は
、

暇

さ

え

あ

れ
ば

手

を

休

め

る

こ
と

な

く

「
を

う

む

」

作

業

を

し

て

い

た

わ

け

で
、

信

貴

山

縁
起

絵

巻

の

「
尼

公

の
巻

」

に
も

、

そ

の
様

姿

が
如

実

に
描

か

れ

た
所

が

あ

る

。

年
中

行

事

絵

巻

な

ど

を

見

れ

ば

、

小

ぶ

り

の
笥

を

ご

け

「麻
小
笥
」
は
、
そ
れ
ら
女
た
ち
に
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
風
に
携
行
さ
れ

て
も
い
た
。

古
代
日
本
で
は
、
す
べ
て
の
衣
料
調
達
過
程
は
、
力
仕
事
の
葛
引
き

・
藤
伐
り
に

始
ま

っ
て
、
養
蚕
も
麻
蒔
き
も
、
む
ろ
ん
そ
こ
か
ら
縫
い
終
る
ま
で
、

一
貫
し
て

　

　

　

女

だ

け

の
、

半

ば

イ

ミ

(斎

)

の
領
分

だ

っ
た
と

見

ら

れ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
天
照
大
神

の
、
方

に
神
衣

を
織

り

つ
つ
、
斎
服
殿

に
居
し
ま
す
を
見

て
、
則
ち
天
斑
駒

を
剥
ぎ

て
、
殿

の
甕
を
穿

ち

て
投
げ
納

る
。
是

の
時

に
、
天
照
大
神
、
驚
動
き
た
ま
ひ

て
、
峻
を

以
て
身
を
傷

ま
し
む
。

(
神
代
紀
上
)

○
奉

る
う
つ

の
幣
吊

は
、

ひ

ご
神

に
、
御
服

は
、
明

る
妙

・
照
る
妙

・
和
妙

・
荒
砂
、

五

　

　

　

　

色

の
物
、
楯

・
父

・
御
馬

に
御

鞍
具

へ
て
、
品

々
の
幣
吊
献
り
、

ひ
め
神
に
御
服
備

へ
、

を

け

た
た
り

か
せ
ひ

金

の
麻
笥

・
金

の
端

・
金

の
桂
、
明

る
妙

・
照

る
妙

・
和
妙

・
荒
砂
、
五
色
の
物
、
御

馬

に
御
鞍
具

へ
て
、
雑

の
幣
吊

奉
り
て

(
祝
詞

竜
田
風
神
祭
)

　

　

　

　

○

カ
ゼ

コ
、
自

ら
神

の
在

す
処

を
知
り
き
。
其

の
夜
、
夢

に
臥

機

ク
ッ
ビ
キ
と
謂
ふ
、
絡

探
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タ
タ
リ
と
謂
ふ
と

、

憐

ひ
遊

び

出

で
来

て
、

カ
ゼ

コ
を

圧

し

驚

か
す

と
見

き
。

こ

こ
に

亦
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

女
神
な
る

こ
と
を
識
り
き
。

(肥
前
国
風
土

記

基
騨

郡
)

い
み

「
ハ
タ
殿

」

が

、

冒

し

て

は
な

ら

な

い

「
斎

屋

」

で
あ

っ
た

ば

か

り

で
な

く

、

ヲ

ケ

・
ク

ツ
ビ

キ

(
坐

…機
)
・
タ

タ

リ

・
カ

セ

ヒ
な

ど

の
道

具

類

も

す

べ

て
、

本

し
る
し

来
女
神
の
象
徴
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
、

ヲ
が
ウ
マ
れ
て
も
、
女

の
た
ゆ
み
な
い
手
仕
事
が
終
る
わ
け
で

は
な
い
。

○
君
が
た
め
手
力
労
れ
織
た
る
衣
服
ぞ

春
さ
ら
ば
何
な
る
色
に
楷
て
ば
よ
け
む

(巻
七

一
二
八

一
)

○
か
に
か
く
に
人
は
云
ふ
と
も
織
り
次
が
む

我
が
廿
物
の
白
麻
衣(巻

七

一
二
九
六
)

と
い
っ
た

「手
力
疲
れ
」

て
織
る
工
程
が
あ
り
、
し
か
も
織

っ
た

「
ハ
タ
物
」
を

て

り

さ

ら

に
打

っ
て
、

や

わ

ら

か

く

し

光

沢

を

出

し

た

の
が

「
タ

へ
」

で
も

あ

っ
た
。

　

　

○
打
ソ
ヤ
シ

麻
続
の
児
ら

蟻
衣
の
宝
の

子
ら
が

打
楮
は

経
て
織
る
布
の

日

曝
し
の

朝
手
作
を
…
…

(巻
十
六

三
七
九

一
)

「打
た
へ
」
は
、

い
わ
ゆ
る

「
き
ぬ
た
」
で
あ
ろ
う
が
、
万
葉
集
の
こ
の
歌
以

外

の
所
出
例
計
三
例
は
、

　

　

　

○
神
樹
に
も
手
は
触
る
と
云
を

打
細
に
人
妻
と
云
へ
ば
触
れ
ぬ
物
か
も(巻

四

五

一
七
)

　

　

　

○
打
細

に
鳥

は
喫
ま
ね
ど

縄
延

へ
て
守
ら
ま
く

ほ
し
き
梅

の
花
か
も(巻

十

一
八
五
八
)

　

　

　

○
打
妙

に
前
垣

の
す
が
た
見
ま
く

ほ
り

行
か
む
と
云

へ
や
君
を
見

に
こ
そ

(巻

四

七
七

八
)

い
ず

れ

も

、

「
た
だ

も

う

・
や

た

ら

と

・
ひ
た

す

ら

」

あ

た

り

の

意

と

み

ら

れ

る

副

詞

的

な

枕

に
転

じ

て

い

る
。

た
く
つ
の

　

　

　

　

○
拷
綱

の

白
き
手
だ
む
き

沫
雪

の

若

や
る
胸
を

ソ
ダ
タ
キ

叩
き
ま
な
が
り

真
玉
手

玉
手
さ
し
枕
き

(
記
上

神

代
)

の
、

「
ソ
ダ

タ

キ
」

も
、

「
ソ
」

を

叩

く

よ
う

に
む

や

み
と

叩

く
意

か

と
見

ら

れ
、

「
ソ
叩

き

」

か

ら

「
打

タ

へ
に
」

へ
と
感

覚

を

継

承

し

な

が

ら

語

が

再

生

さ

れ

た

の
だ

ろ
う

。

祝

詞

の

「
明

る
妙

・
照

る
妙

」

の

「
照

る
妙

」

と

は
、

お

そ

ら

く

よ

て

り

く
打
た
れ
て
光
沢
の
出
た
タ
へ
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
万
葉
集
中
の

「麻
」
は
、
さ
き
の
よ
う
に

「蒔
く

・
引
く

(
刈
る
)
・

干
す

・
打

つ
・
績
む

・
懸
く

・
織
る

・
晒
す

・
縫
ふ
」
な
ど
の
動
詞
と
打
ち
合

い

な
が
ら
、
古
代
の
麻
に
か
か
わ
る
女
性
労
働
の
全
工
程
に
わ
た
る
歌
を
残
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
、
「拷
綱

・
楮
縄

・
楮
袋

・
楮
領
巾
」
と

い
う
熟
語
に
し
か
出

な
い

「拷
」、
全
く
出
な
い

「穀
」、

一
章
に
挙
げ
た
程
度
の

「藤
」
や

「葛
」
な

ど
に
比
し
て
、
す
こ
ぶ
る
注
目
に
価
す
る
。
ま
た
、
麻
以
上
に
手
間
の
か
か
る
生

産
過
程
を
も

つ

「絹
」
に

つ
い
て
も
、

　

　

　

　

へ

　

　

　

　

○
垂
乳
根

の
母

が
養

ふ
蚕

の
繭
隠

り
、

い
ぶ
せ
く
も
あ

る
か
妹

に
逢
は
ず
し

て

(巻
十

二

二
九
九

一

同
序

の
も

の
、

二
四
九
五

・
三
二
五
八
)

　

　

　

　

　

　

　

○
足
乳
根

の
母

が
其

の
業

の
桑
す

ら
に

願

へ
ば
衣

に
着

る
と
云

ふ
も

の
を

(巻
七

=
二
五
七
)

　

　

　

　

　

　

○
中
々
に
人
と
あ
ら
ず
は

桑
子
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
緒
ば
か
り

(巻
十
二

三
〇
八
六
)

と
い
う

「
桑
子
」

の
観
察
に
発
す
る
す
で
に
修
辞
化
し
た
も
の
は
以
上
五
首
あ
る

が
、○

筑
波
峯
の
新
グ
ハ
マ
ヨ
の
キ
ヌ
は
あ
れ
ど

君
が
み
け
し
し
あ
や
に
着
ほ
し
も

(巻
十
四

三
三
五
〇

東
歌
)

な
ど
の
よ
う
な
い
わ
ば
生
産
現
場
の
息
づ
か
い
を
伝
え
る
も
の
は
、
こ
の

一
首
し

か
残
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
昔
物
語
集
巻
第
二
十
六

「参
河
国
始
犬
頭
糸
語
第
十

=

に
は
、

古
代
に
お
け
る
養
蚕
業
の
実
態
が
実
に
リ
ア
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
。
養
蚕
は
、

○
其
家
二
養
ケ
ル
蚕
ハ
皆
死
ニ
ケ
レ
バ
、
養
蚕
絶
テ
不
養
ケ
ル
ニ
、

と
、
蚕
を
死
な
せ
て
失
敗
し
、
や
め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

っ
た
こ
と
、
と
は
い
え
、
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○
蚕

一
ツ
鍬

ノ
葉

二
付

テ
咋

ケ

ル
ヲ
見
付

テ
、
此

ヲ
取

テ
養
ケ

ル

ニ
、
此
蚕
ロ
バ
大
キ

ニ
成

こ
き

レ
バ
、
桑

ノ
葉

ヲ
撰
入

テ
見

レ
バ
、

只
咋
失

フ
。
此

ヲ
見

二
哀

二
思

ヘ
ケ

レ
バ
、
掻
撫

ツ

＼
養

フ
ニ
、

…
…
…

i

O
白
キ
糸

二
筋

一
寸
許

ニ
テ
指
出

タ
リ
。
此

ヲ
見

二
怪
ク

テ
、
其
糸

ヲ
取

テ
引

バ
、
二
筋

わ
く

乍

ラ
絡

く
ト
長

ク
出
来

レ
バ
、
題

二
巻
付

ク
。

其
題

二
多
ク
巻
取

ツ
レ
バ
、
亦
異
籔
巻

二
、

…
…
二
三
百

ノ
魑

二
巻
取

二
尽

モ
セ
ネ
バ
、
竹

ノ
樟
渡

シ
テ
渡

ノ
絡
懸
。

○
我
家

二
蚕

ヲ
養
富

テ
絡
懸

ル
糸

ハ
黒

シ
、
節
有

テ
弊

シ
。
此
糸

ハ
雪

ノ
如

ク
白

シ
テ
、

光
有

テ
微
妙

キ
事
無
限
。

な

ど

と

、

桑

の
葉

を
扱

き
与

え

「
掻

撫

ッ

・
」

大

切

に
養

う

う

ち

、

や

が

て
繭

を

つ
く

れ

ば

、

と

か

く

し

て
糸

を

「
絡

く
ト

長

ク
」

取

引

き

「
ワ

ク
」

に
巻

き

つ
け

る
。

出

来

の
悪

い
節

の
有

る

黒

い
糸

の
場

合

も

あ

れ

ば

、

雪

の
如

く

白

く

光

沢

の

あ

る
糸

が

と

れ

る

こ
と

も

あ

る
、

と

い

っ
た

風

で
あ

る

。

麻

の
歌

に
照

し

て
も

、

そ
れ

ら

の
過

程

の
折

々

が
歌

と

な

ら

な

か

っ
た

は

ず

は

な

い
と

思

わ

れ

る

も

の

で

あ

る
。

し

か

し
、

そ

れ

を
高

揚

し
、て
歌

い
伝

承

す

る

時

代

は

、

お

そ

ら

く

万

葉

集

の
頃

の
何

世

代

も

前

に
済

ん

で
お

り
、

す

で

に

「
い
う

ま

で
も

な

い
」

業

に
ま

で

日
常

化

し

て

い

た

の

だ

ろ

う
。

し

か

し

な

が

ら

「
麻

」

の
植

え

始

め

ら

れ

た

の
も

「
神

代
」

の

こ
と

で

は
な

か

っ
た

だ

ろ
う

か

。

万

葉

集

で
、

「
麻

」

の
工

程

に
か

か

わ

る
歌

に

つ
い

て
注

目

さ

れ

る

こ

と

は
、

そ

の
大

半

が

「
東

歌

」

で
あ

る

こ
と

で
あ

る
。

東

の
麻

は

、

古

語

拾

遺

が

、

　

　

○
天
富
命
、
更

に
沃
壌
を
求
ぎ

て
、
阿
波

の
斎
部

を
分

ち

て
東
土

に
率

い
て
往
か
し
め
、

麻

・
穀
を
播
き
殖

ゑ
し
む
。
好

き
麻

の
所
生
、
故
之

を
総
国
と
謂
ふ
。

と

、

大

昔

、

阿

波

国

か

ら
移

植

し

た

と

す

る

が
、

よ

ほ

ど

地

味

に
適

い
よ

く

育

っ

て

い

た

ら

し

く
、

常

陸

国

風
土

記

に

は
、

○
麻
生

の
里
あ

り
。
古
昔
、
麻
潴
水

の
涯

に
生

へ
り
き
。

囲
み
、
大
ぎ
な
る
竹

の
如
く
、

長

さ
、

一
丈

に
余

り
き
。

(
行
方
郡
)

と

も

記

さ

れ

る
。

「
上

野

安

蘇

の
真

麻

群

」

な

ど

と

共

に
、

太

古

移

植

さ

れ

た

と

し

て
も

、

す

で

に
自

生

風

で
も

あ

る
。

と

こ
ろ

が

、

○
庭

に
立

つ
ア
サ
デ

コ
ブ

ス

マ

今
夜
だ

に
妻

よ
し

こ
せ
ね

ア
サ
デ

コ
ブ

ス
マ

(
巻
十
四

三
四
五
四

東
歌
)

な

ど

の
、

こ
と

さ
ら

に

「
庭

に
立

つ
麻

」

と

い
う

言

立

て
か

ら

し

て
、

野
山

に

あ

る
が

ま

ま

の
も

の

で
な

く

手

近

な

「
に

は
」

に
植

え

、

「
引

き

干

し

・
布

晒

す

」

の
が

、

東

女

の
な

り
わ

い
と

い

う

ま

で

に
、

あ

る
時

期

大

増

産

が

は

か

ら

れ

た

の

で

は
な

か

っ
た
だ

ろ
う

か

。

　

○
丙
午
に
詔
し
て
、
天
下
を
し
て
、
桑

・
紆

・
梨

・
栗
・
蕪
脊
等
の
草
木
を
勧
め
殖
ゑ
し

む
。

'

(持
統
紀
七
年
三
月
)

そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
、
万
葉
集
東
歌
の
採
録
時
期
に
重
な

っ
た
ゆ
え
に
多
く
の
歌

が
残

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

○
ナ
ツ
ソ
ビ
ク
ウ
ナ
ガ
ミ
潟
の
奥
つ
洲
に

船
は
止
め
む
小
夜
更
け
に
け
り

(巻
十
四

三
三
四
八

東
歌
)

「東
歌
」
冒
頭
の
上
総
国
の
歌
の
枕
詞

「
ナ
ツ
ソ
ビ
ク
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
う

し
た
状
況
の
中
で
、
「東
国
」
を
象
徴
さ
せ
る
意
味
合
も

こ
め

て
配
さ
れ
た
か
も

知
れ
な
い
歌
言
葉
で
あ
る
。

　

　

　

○
夏
麻
引
海
上
潟

の
奥

つ
洲

に

鳥

は
す
だ
け
ど
君
は
音
も
せ
ず

(巻
七

一
一
七
六
)

　

　

　

　

　

○

ナ
ツ
ソ
ビ
ク
ウ
ナ
ヒ
を
指
し

て
飛

ぶ
鳥

の

至
ら
む
と
そ
よ
吾

が
下

は

へ
し

(
巻
十

四

三
三
八

一

武
蔵
国
)

　

　

　

○
…
…
夏
麻
引

命
か
た
ま
け

刈
薦

の

心
も
し

の
に
…
…

(巻
十

三

三
二
五
五
)

麻

は
、

夏

の
土

用

に
入

っ
て
か

ら

引

く

「
夏

(
に
採

る
)

ソ
」

で
あ

る
。

し
か

し

、

土

用

と

い

っ
た
暦

な

ど

知

る

べ
く

も

な

い
人

々

は
、

暑

い
盛

り
、

麻

の
丈

が

　

　

　

　

人

の
丈

を

超

え

て
伸

び

た
頃

を

見

は
か

ら

っ
て
引

く
。

「
ウ

ナ

ガ

ミ

・
ウ

ナ

ヒ
」

の

ウ

ナ
と

は
、

「
う

な

じ

(
項

)
」

の

ウ

ナ

で
あ

り

、

古

代

語

で
は

「
う

な

ぐ

・
う

な

か

ぶ
す

・
う

な

が

す

・
う

な

だ

る
」

な

ど

の
動

詞

も

な

し

て
、

も

っ
ぱ

ら
首

の

う
な
が
み

こ
と

を

い

う
。

つ
ま

り

「
夏

麻

」

を

引

く

の

は
、

項

上

に
伸

び

た
頃

、

う
な

じ

に

　　
　

荷

う

よ
う

に

「
か

き

抱

き

」

引

く
と

い
う

の

で
あ

り
、

息

を
詰

め

ウ

ッ
と
全

力

を
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か
け
て
、

い
わ
ば

「
命
か
た
ま
け
」
引
く
の
で
あ
る
。
歌
う
は
し
か
ら
消
え
て
ゆ

く
声

に
よ
る
歌
に
お
い
て
、
枕
詞
の
承
接
語
は
ま
ず
は
枕
の
語
句
と
直
接
意
味
を

結
ん
で
か
ら
鎖

の
よ
う
に
新
た
な
意
味

を
次
の
語
に
結
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「麻
」

に
か
か
わ

っ
て
、
意
味

の
曖
昧
な
枕
詞
に
今

一
つ

「
ア
サ
モ
ヨ
シ
」
と

い
う
の
が
あ
る
。

○
朝
毛
吉
木
人
乏
し
も

(巻

一

五
五
)

○
麻
裳
吉
木
道
に
入
り
立
ち

(巻
四

五
四
三
)

○
麻
毛
吉
木
川
の
辺
の
妹
と
背
の
山

(巻
七

一
二
〇
九
)

○
朝
裳
吉
木
へ
往
く
君
が

(巻
九

一
六
八
〇
)

○
朝
裳
吉
城
の
へ
の
道
ゆ

(巻
十
三

三
三
二
四
)

○
朝
毛
吉
木
上
の
宮
を

(巻
二

一
九
九
)

と
い
う
六
例
が
万
葉
集
中
の
す
べ
て
で
あ
り
、
ど
れ
も

「
キ
」
と
い
う
音
で
地
名

風
の
語

へ
と
か
か

っ
て
い
る
。
「
ア
サ
モ
」
の
表
記
か
ら
は
、
表
記
時
点

で
す
で

に
そ
の
意
味
が
不
確
か
だ

っ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、

一
般
に
と
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
五
四
三
番
歌

の

「
麻
裳
吉
」
と
し

て

「着
」
る
で
承
け
る
も
の
だ
と
見
ら
れ

る
。
「裳
」
と
は
ヒ
ダ
が
必
須
の
も
の
だ
が
、
麻
は
絶
な
ど
よ
り
折
目
が
き
れ
い

に

つ
け
易
い
も
の
で
、
「麻
裳
」
は

「着

る
」
に

「吉
し
」

と
い
う
単
純
な
意
味

な
が
ら
、
ヒ
ダ
目
の
美
し
い

「
麻
裳
」

の
あ
る
時
代
の
流
行
を
伝
え
残
し
た
か
と

見
ら
れ
る
枕
詞
で
あ
る
。

、

三

木
綿
を
め
ぐ
る
歌
語

「麻
」
が
、
古
代
き
わ
め
て
実
用
的
な
衣
料
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、

「木
綿
」

は
、
そ
の
用
字
の
直
接
さ
と
は
裏
腹
に
、
万
葉
歌
語
で
も

「祭
祀
具
」
で
あ
る
。

　

　

○
木
綿
懸

て
祭
る
三
諸

の
神

さ
び

て
斎
ふ

に
は
あ
ら
ず

人
目
多
み

こ
そ

(巻
七

一
三
七
七
)

　

　

○
後
れ

に
し
人
を
偲
は
く

し

で
の
崎
木
綿
取
り
垂

で
て
幸
く
と
そ
思
ふ

(
巻
六

一
〇

三

一
)

　

　

○
た
ら
乳
根

の

母

の
命

は

斎
忌
甕
を

前

に
据
ゑ
置
き

て

片

手
に
は

木
綿
取
持

ち

片
手

に
は

和
細
布
奉
り

平
ら
け
く

真
幸
く
ま
せ
と

天
地

の

神
祇
を
乞

ひ
祷
み
…
…

(
巻
三

四
四
三
)

と

、

そ
れ

は
、

神

の
坐

す

と

こ

ろ

に

「
懸

け

」

「
垂

で
」

て

「
斎

は

ふ

」

も

の

、

あ

る

い

は
、

　

　

○
木
綿
畳
田
上
山
の
さ
な
葛

(巻
十
二

三
〇
七
〇
)

　

　

○
木
綿
畳
手
向
の
山
を
今
日
越
え
て

(巻
六

一
〇

一
七
)

と
、
そ
の

「畳
」
を
手
上
に
置
い
て
神
に
手
向
け
る
も
の
で
あ
る
。

「木
綿
」

が

衣
に
か
か
わ
る
唯

一
例
、

　

　

○
天
伝
ふ

日
の
暮
れ
ぬ
れ
ば

白
木
綿
の

吾
が
衣
袖
の

通
り
て
沽
れ
ぬ

(巻
十
三

三
二
五
八
)

こ
ろ
も
で

た

へ

は
、
「吾
が
衣
袖
」

に
か
か
る
枕
詞
的
用
法
か
ら
、

一
般
に

「白
木
綿
」

と
訓
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
、

　

　

　

　

○
磋
被
の

は
ふ
ご
が
身
に
は

結
経
方
衣

ひ
つ
裏
に
縫
ひ
着(巻

十
六

三
七
九

一
)

の

「結
経
方
衣
」
は
、
衣
料
に
異
例
の
関
心
を
持

っ
て
表
現

・
表
記
し
た
三
七
九

一
番
の

「竹
取
翁
歌
」
作
者
が
、

ユ
フ
を
、
素
材
に
よ
っ
て
で
な
く
織
り
に
か
か

わ
ら
せ
て
表
記
し
た
と
見
ら
れ
る
唯

一
の
貴
重
な
例
で
あ
る
が
、
そ
の

「
ユ
フ
肩

衣
」
は
、
単
な
る
赤
子
の
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
肌
に
じ
か
に

触
れ
な
い
た
め
の
総
裏
仕
立

て
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
、
失
わ
れ
や
す
い
幼
な
児

ユ

フ

　
　
　

の
命
を
守
る

「斎
布
」

で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
「
日
鷲
所
レ作
木
綿
」

(神
代
紀
上
)
は
、

　

　

　

　

　

　

　

○
諸
人
、
各
木
綿
手
縄
を
着
て
、
釜
に
赴
き
て
探
湯
す
。

(允
恭
紀
四
年
)

な
ど
と
、
身
に
着
け
る
場
合
も
も
と
も
と

つ
ね
に

「祭
祀
具
」
で
、
実
用
的
な
衣

料
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
衣
料
と
し
て
の
文
字
ど
お
り
の
木
の
綿
は
、

さ
き
の
三
二
五
八
番
歌
が
い
み
じ
く
も
宛

て
た

「
タ
へ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
ろ
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う
。
だ
が
そ
の
タ
へ
も
、
万
葉
時
代
、
冒
頭
に
挙
げ
た
四
四
三
番
歌
に

「和
細
布
」

が
、
「木
綿
」
と
並
ぶ
神

へ
の
奉
り
物
と
あ
る
よ
う
に
、
す

で
に

「
う
つ

の
御
手

ぐ
ら
」
と
し
て
ま

つ
り
上
げ
ら
れ
て
も

い
た
。

　

　

　

○
吾

が
背
子

が
白
細
衣
行

き
触

れ
ば

に
ほ
ひ
ぬ
べ
く
も
も
み

つ
山

か
も

(巻

十

二

一
九
二
)

　

　

　

　

○
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し

白
妙
の
衣
乾
し
た
り
天
の
香
具
山

(巻

一

二
八

持
統
天
皇
)

な
ど
の

「白
た
へ
衣
」
が
、
二
章
に
挙

げ
た
雄
略
記
紀

の
歌
の
例
の
よ
う
に
、
楮

か
ら
採

っ
た
タ

へ
の
衣
を
実
際

に
指
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
書
紀

の
記
事

で
は
、
当
時
衣
料
は
、

　

　

　

○
貧
乏

し
き
僧
尼

に
、
絶

・
綿

・
布

を
施

り
た
ま
ふ
。

(
天
武
紀
下
八
年
三
月
)

　

　

○
京
師

及
び
畿
内

の
、
位
有

り

て
年
八
十

よ
り
以
上
、

人
ご
と
に
袋

一
領

・
絶
二
匹

・
綿

　

二
屯

・
布

四
端
賜

ふ
。

(
持
統
紀
七
年
春
正
月
)

　

　

　

○
親
王
よ
り
以
下
、
郡
司
等
に
至
る
ま
で
に
、
維

・
綿

・
布
賜
う
こ
と
、
各
差
有
り
。

(同

八
年
十
二
月
)

な
ど
と
あ

っ
て
、
そ
の
中
に

「
白
細
布

(楮
)
」
ら
し
き
も
の
は
な
い
か
ら

で
あ

る
。
「絶

・
布

・
綿
」
は
、
と
く
に
持
統
朝
以
降
下
賜
品
の
代
表
と
な
り
、
続
紀

に
も
頻
出
す
る
が
、
下
賜
す
る
た
め
に
は
当
然
さ
か
ん
に
貢
が
せ
て
も
い
た
わ
け

で
、
二
章

に
挙
げ
た
持
統
七
年
の
詔
の
よ
う
に
、
「天
下
を
し

て
」
桑
や
紆
を
殖

え
、
絹

・
麻
の
増
産
が
は
か
ら
れ
て
も

い
た
。
万
葉
時
代
の
京
畿
の
人
々
の
衣
料

は
、
主
と
し
て
絶

(太
絹
)
と
布

(麻
)
の
袖
付
衣
で
、
寒
を
し
の
ぐ
に
は
そ
れ

に
綿

(真
綿
)
を
入
れ
る
、
そ
こ
で

「綿
も
な
き
布
肩
衣

(貧
窮
問
答
歌
)」

が
貧

寒
の
表
明
に
な

っ
た
り
、

　

　

○
富
人

の
家

の
子
ど
も

の
着
る
身
な
み

く
た
し
捨

つ
ら
む
絶
綿
ら
は
も

(巻
五

九
〇
〇

憶
良
)

と

も

歌

わ

れ

た

り

し

た

の

で
あ

る
。

万

葉

集

の

「
白

タ

へ
」

は
、

ほ
と

ん
ど

す

べ

て

　

　

　

○
蜻
火

の

瞭
ゆ
る
荒
野

に

白
妙

の

天
領

巾
隠

り

(巻

二

、
二

一
〇

人
麻
呂
)

　

　

　

○
吾
妹
子
が
吾
れ
を
送
る
と

白
細
布

の
快
漬

つ
ま
で
実
き
し
念

ほ
ゆ

(巻
十

一

二
五

一
八
)

　

　

　

○
妹
が
袖
別
れ
し
日
よ
り

白
細
の
衣
片
敷
き
恋
ひ
つ
つ
そ
寝
る(巻

十

一

二
六
〇
八
)

な
ど
の
枕
詞
的
な
用
法
と
見
ら
れ
易
い
も
の
と
同
様
、
「白
く
妙
な
る
」
と

い
っ

た
形
容
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
「白
妙

の
衣
乾
し
た
り
天

の
香

具
山
」
の
持
統
天
皇
歌
は
、
詠
者
の
大
君
と
い
う
立
場
か
ら
も
、
霊
山
天
の
香
具

山

へ
の
ミ
テ
グ
ラ
的
な
、
往
時
の

「
木
綿
」

の
タ

へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
響
い
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
万
葉
集
の

「白
タ
へ
の
」
と
い
う
枕
は
、
当
時
の
実
用
を
ふ
ま
え
た

も
の
と
い
う
よ
り
、
「白
楮
」
が
そ
れ
な
り
に
衣
服
革
命
を
も
た
ら
し
た
の
か
も

知
れ
な
い
雄
略
記
紀
歌
謡
の
頃
の
昔
の
感
覚
を
伝
承
し
た
歌
言
葉
だ

っ
た
の
で
あ

る
。さ

て
、

ユ
フ
は
、
着
心
地
や
生
産
量

・
労
働
量
が
問
題
と
な
る
実
用
の
衣
料
と

は
違
い
、
何
よ
り
も
神
な
が
ら
の
祭
祀
具
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

○

ア
ナ

ニ
ヤ
、
国
を
獲

つ
る
こ
と
。
内
木
綿

の
真
迩
き
国
と
い

へ
ど
も
、
蜻
蛉

の
啓
晧

の

如
あ
る
か
な
。

(神
武
紀

三
十

一
年

四
月
)

と

い
う

神

語

感

覚

を

伝

承

し

て
、

時

代

が

下

っ
て
も
、

上

等

の
絹

な

ど

で
は
な
く
、

木

の
内

皮

の
綿

か

ら

作

る

こ
と

に
意

味

が

あ

っ
た
。

こ
れ

ま

で
見

て
き

た
と

こ

ろ

に

よ

る
と

、

そ

の
原

材

は

「
楮

・
穀

・
麻

」

な

ど

で
あ

っ
た

が
、

枕

詞

と

し

て

は

な

ぜ

か

「
科

」

が
深

く

か

か

わ

っ
て
伝

え

ら

れ

て

い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

○

ユ
フ
つ
く

る

し
な

の
原

に

や

あ
さ

た
つ

ね

あ

さ
た

つ
ね

や

あ
さ

た
つ

ね

ま
し
も
神
そ

や

遊

べ
遊

べ

遊

べ
遊

べ

遊

べ
遊

べ

(神
楽
歌

七

二
)

こ

の
、

神

楽

本

来

の
神

人

一
体

の

「
遊

び

」

の
気

分

を

よ

く
伝

え

る
歌

で
、

ユ

フ
は
、

「
ユ
フ
作

る

科

」

と

し

て

「
し

な

の
原

」

を

お

こ

す

枕

に

な

っ
て

い

る

と

見

ら

れ

る

が
、

当

然

ま

た

「
木

綿

付

く

る
」

と

し

て

「
し

な

の
原

」

を

神

の
原

と

す

る
意

味

も

持

っ
て

い

る

と
見

ら

れ

る
。

さ
ら

に
、

「
朝

た
つ

ね
」

に
は

、

「
ア
サ
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モ
ヨ
シ
」

の
用
字
が
そ
う
だ

っ
た
よ
う

に
、
「木
綿
」
に
関
わ
る

「麻
」
も
響
き
、

「夕
と
朝
」
「木
綿
と
麻
」
と
い
う
対
照
語
の
重
層
し
た
あ
や
な
す
響
き
が
、
人
々

に
あ
る
種
神
々
し
い
語
感
を
も
た
ら
し

て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
ま
れ

「
科
」
と

は
木
綿
を
作
る
木

で
あ

っ
た
。

　

　

　

　

　

　

○
シ
ナ
タ
ツ

筑
摩
さ
野
方

息
長
の

遠
智
の
小
菅

(巻
十
二

三
三
二
三
)

「
シ
ナ
タ
ッ
」
と
は
、
「真
木
立

つ
荒
山
」

「
庭
に
立

つ
麻
」

な
ど
の
よ
う
に

「立
ち
木
」
の

「立

つ
」
で
、
こ
の
唯

一
例
は
、
単
純
に

「科

の
木
が
立

っ
て
い

る

(信
濃
)
の
筑
摩
さ
野
方
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
「信
濃
」
が

「科
野
」

と
し
て
命
名
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
残
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

ち

○

シ
ナ
ダ

ユ
フ

さ
さ
な
み
道
を

す
く
す
く
と

我
が

い
ま
せ
ば
や

(
記
中

応
神
)

こ
れ

も

唯

一
例

し

か

残

ら

な

い
枕

詞

で
、

か

な

り

古

い

成

立

が

窺

わ

れ

る
。

「
シ

ナ
ダ

ユ

フ
」

は

お

そ

ら

く

「
科

ダ

木

綿

」

で
、

そ

の

「
ダ
」

と

は
、

「
毛

ダ

物

く

た

(獣
)
・
木
ダ
物

(菓
)
・
手
ダ
向

(腎
)
」
の

「
ダ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
木

綿
」

に
は

「科
」
か
ら
の
も
の
も
あ
る

の
だ
と
明
言
す
る
歌
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ

が
な
ぜ

「
さ
さ
な
み
」
に
か
か
る
か
は
、
木
綿
が
も

つ
べ
き
特
徴

「折
之
多
白
糸
」

(和
名
抄
)
が
、
お
そ
ら
く

「科
だ
木
綿
」
で
は
、
繊
維
の
細
か
い
縮
れ
の
あ
り
様

が
顕
著
で
、
あ
た
か
も
湖
面
の

「小
々
波
」
に
似
る
と
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し

　

　

　

　

　

か

も

、

「
さ
ざ

な

み
道

」

と

は

お

そ

ら

く

「
つ
づ

ら
折

り
」

だ

っ
た

ゆ

え
、

「
す

く

　

　

　

　

　

す

く

と

わ

が

い
ま

せ

ぼ

や
」

と

承

け

た

の

で
あ

ろ
う

。

一
つ
の
声

(
音

)

に

い
く

重

に
も

イ

メ

ー
ジ

を

重

層

さ
せ

る

の
が

、

古

来

の

日
本

の
歌

の
特

徴

で
あ

っ
た
。

今

一
つ
、

　

　

　

　

○

シ
ナ
テ
ル

片
岡
山

に

飯

に
飢
え

臥
せ
る

そ

の
旅
人
あ

は
れ

(推
古
紀

二
十

一
年
十

二
月
)

　

　

○
級
照

片
足
羽
河
の

さ
丹
塗
の

大
橋
の
上
ゆ

(巻
九

一
七
四
二
)

と
い
う
二
例
の
み
の

「
シ
ナ
テ
ル
」。

こ
れ
は
、

ユ
フ
を

つ
く
る
科

で
は
な
く
、

二
章
で
触
れ
た

「
タ
フ

(太
布
)」
を
作
る
科

に
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
。

シ
ナ

布
は
、
現
代
に
も
山
形
県
な
ど
で
い
わ

ゆ
る
民
芸
品
と
し
て
細
々
と
織
ら
れ
て
い

る
厚
手
の
布
で
、
財
布
な
ど
と
し
て
使

っ
て
い
る
う
ち
光
沢
を
も

っ
て
く
る
と
い

て

り

う

。

「
テ

ル
」

と

は
、

「
照

る
妙

」

の

テ

ル
と

同

様

、

光

沢

を

も

つ
こ
と

で
、

古

代

人

好

み

で
も

あ

る
。

で

は
、

な

ぜ

「
照

る

カ

タ
」

な

の
か

は
、

も

と

も

と

「
科

タ

　
　
　

フ
」
は
、
「農
業
其
他
力
わ
ざ
を
す
る
と
き
に
着
用
す
る
」
も
の
で
、
む
ろ
ん
着

た
き
り
で
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
物
を
か

つ
ぐ

(肩
グ
)
な
ど
肩
を
よ
く
使

っ

た
昔
の
労
働

(仕
事
着
に
は
し
ば
し
ば
肩
当
て
が
あ

っ
た
)
に
お
い
て
、
肩

の
部

分
が
ま
ず
テ
リ
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
「
飯
に
飢
て
臥
や
せ
る
そ
の
旅
人
」

が
旅
人

と
認
め
ら
れ
た
の
は
、
も
し
か
し
て
京
の
人
は
着
な
い

「
科
タ
フ
」
を
着
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
と
ま
れ
、
こ
れ
も
ま
た

「
ナ
ツ
ソ
ビ
ク
」
と
同
様
、
古
代
の
人
々

の
素
朴
な
生
業
の
場
の
実
感
を
伝
え
残
し
た
口
碑
で
あ
ろ
う
。

枕
詞
と
は
、
言
葉
が
文
字
を
持
た
な
か

っ
た
時
代
、
そ
の
文
字
に
代
わ
る
四
世

代

(百
年
)
以
上
の
確
実
な
伝
承
力
を
托
さ
れ
て
い
た
側
面
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。

「書
契
あ
り
て
以
来
」
(古
語
拾
遺
)
の
宮
廷
和
歌
に
お
い
て
、

そ
の
生
き
た
は
た

ら
き
が
し
だ
い
に
無
意
味
に
な

っ
て
い

っ
た
の
は
、
半
ば
当
然
で
も
あ

っ
た
。

注

(
1
)
柳

田
国
男

『
木
綿
以
前

の
事
」

(定
本
第
十

四
巻
所
収
)

西
宮

一
民

『
上
代
祭
祀

と
言
語
」

〈
ユ
フ

(木
綿
)
考
〉

(桜
楓
社
)

(
2
)
木
村

「神
話
記
号
と

し
て
の
母
声

の
伝

承
-
古
層
日
本
語
の
融
合
構
造

1
」

(
奈
良

大

学
大
学
院
研
究
年
報
第

4
号
)

(
3
)
柳

田
国
男
編

『
服
装
習
俗

語
彙
」

(
国
書

刊
行
会
)　

よ

　

(
4
)

「
ノ
」

は
布
幅
を

い
う
語

で
も
あ
る
。

「幅

信
訓
能
」

(和
名
抄
)

「
四

ノ
指

貫
」

(梁
塵
秘
抄

三
八
六
)

(
5
)
柳

田
国
男

『村

と
学
童
」

〈
マ
ハ
ツ
ブ

の
話

〉
(定
本
第

二
十

一
巻
所
収
)

(
6
)

『
図
録
農
民
生
活
史
事

典
」

(
柏
圭
旦
房
)

の
絵
を
参

照
し
た
。

(
7
)
鷲

が
な
ぜ

「木
綿
」

を
作
る
と
さ
れ
た
か
は
、

ワ
シ
の
実
姿
を
見
れ

ば
判

然
す

る
。
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(
8
)

と
く

に
オ
オ

ワ
シ
は
両
肩

に
部

分
的

に
真
白
な
羽

根
を

も
ち

、

あ

た
か

も
木
綿

だ

す
き
を
か
け
た
様

で
あ
る
。
(
ミ
サ
ゴ
は
首
か
ら
胸

に
、

ハ
ヤ
ブ

サ
は
首

に
、

オ
ジ

ロ
ワ
シ
は
尾

に
そ
れ
ぞ
れ
白

い
部
分
が
あ
る
。
)

森
岡
照
明
他
編

『
図
鑑
日
本

の
ワ
シ
タ
カ
類
』
(
文

一
総
合
出
版
)
参
照
。

(
1
)
『
木
綿
以
前

の
事
』

/
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