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古
代
日
本
語

に
お
け
る

〈
む
し

〉
の
イ
メ
ー
ジ

*
木

村

紀

子

祝
詞
等
に
見
ら
れ
る

「
わ
ざ
は
ひ
」
を
並
べ
た
て
る
と
き
の
常
套
句

の
中
に
、

「
は
ふ
虫
の
わ
ざ
は
ひ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

O
此

の
敷
坐
す
大
宮
地

の
底

つ
磐

根

の
極
み
、
下

つ
綱
根
、
波
府
虫

の
禍
元

く
、
高

天

原
は
青
雲

の
舗
く
極

み
、

天
の
血
垂
り
飛
ぶ
鳥

の
禍
元
く
、
掘
堅
め

た
る
柱

・
桁

・

梁

・
戸

・
騙

の
錯
ひ
動
き
鳴

る
事

元
く
、
引

結

へ
る
葛
目

の
緩

ひ
、
取
葺

け
る
草

の

曝
き
元
く
、
御
床

つ
ひ
の
さ
や
き
、
夜
め

の
い
す
す
き
、

い
つ

つ
し
き
事
無
く

、
平

け
く
護
り
奉

る
神

の
御
名
を

白
く
、

(大
殿
祭

)

O
国

つ
罪
と
、
生
膚
断

・
死
膚

断

・
白

人

・
胡
久
美

・
己
が
母
犯
す
罪

・
己
が
子
犯
す

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

罪

・
母
と
子
犯
す
罪

・
子

と
母
犯
す
罪

・
畜
犯
す
罪

・
昆
ふ
虫

の
災

・
高

つ
神

の
災

・
高

っ
鳥

の
災

・
畜
朴
し
、
盤

物

す
る
罪
、
許
多
の
罪
出

で
む
。

(六
月
晦
大

祓
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
夫

の
大
己
貴
命
と
少
彦
名
命

と
、

…
…
…
。
又
、
鳥
獣

・
昆
虫

の
災
異
を
嬢

は
む
が

為

は
、
其

の
禁
厭

の
法
を
定

む
。

(神
代
紀
上

)

「
(と
ぶ
)
鳥

の
禍
」
と
対
に
な

っ
て
も

い
る

「
は
ふ
虫
の
禍
」

む
か
で
な
ど
の
被
害
」
と
注
す
る

(岩

波
日
本
古
典
大
系
)
の
は
、

え
る
、
大
穴
牟
遅
神
が
須
佐
之
男
命
を
根
の
堅
州
国
に
訪
ね
た
折
、

を

、
「
へ
び

・

神

代

記

に

み

へ
み

む
か
で

蛇

・
呉

公

・

は
ち蜂

の
室
に
入
れ
て
試
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
、
ま
ず
は
連
想
さ
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

と
り
わ
け
蛇
は
、

ヘ

へ

○
吉
備
中
国

の
川
嶋

河
の
派
に
大
虹

有
り
て
人
を
苦
び

し
む
。
時

に
路
人
、
其

の
処

に

触
れ

て
行
け

ば
、
必
ず
其
の
毒

を
被

り
て
、
多

に
死
亡

ぬ
。

(仁
徳
紀
六
十
七
年
)

○
箭
括

の
氏

の
麻
多
智

、
郡
よ
り
西
の
谷

の
葦
原

を
裁
り
墾
關
き

て
新
し
き

田
に
治

り

き
・
此

の
時
禁

徐

・
相

群
れ
91
率

て
・
悉
壷

に
到
来

た
り
・
左
右

に
防
障

へ
て

耕
佃
ら
し
む

る
こ
と

な
し
。

其

の
後

…
…
…
壬
生
連
麿
、

時

に
、
夜
刀

の
神
、

「
目

に
見

る
雑

の
物
、、

、

、

と
言

ひ
了
る
応
時
、

初
め
て
其

の
谷
を
占
め

て
、
池

の
堤
を
築
か
し
め
き
。

池

の
辺

の
椎
株

に
昇
り
集
ま
り
、
時
を
経
れ
ど
も
去
ら
ず
ρ
…

う

ヘ

へ

リ

へ

魚
虫

の
類

は
、
禅
り
催

る
る
と
こ
ろ
な
く
、
随
書
に
打
殺
せ
。」

う

神
し
き
蛇
避
け
隠
り
き
。

(
常
陸
国
風
土
記

行
方
郡
)

と
、

葦

原

の
中

つ
国

に

群
棲

し

て

い
て
、

し

ば

し

ば

毒

を

も

つ
も

の
も

多

く

、

田

を

ひ

ら
き

灌

概

の
池

を

築

く
妨

げ

を

な
し

て
、

人

々

に
お

そ

れ

ら

れ

て

い
た
。

蛇

(
ヲ

ロ
チ

・
ミ

ヅ

チ

・

ヘ
ミ

)

を

め
ぐ

っ
て
様

々

の
征

服

伝
説

・
神

婚

(
融

和

慰

撫

の
意

が

あ

る

か

)

伝

説

が

あ

り

、

カ

ミ
と

し

て
お

そ

れ

ま

つ
ら

れ

る

の
も

そ

の

た
め

だ

ろ

う

。

た

だ

、

「
は

ふ

虫

の
わ

ざ

は

ひ

」

と
祝

詞
等

に

言

わ

れ

る

と

き

、

古

代

の
人

々

に

は

、

も

っ
と

広

く

、

人

の
及
ば

ぬ
力

を
も

っ
た
様

々

な
虫

の

「
わ
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ざ
は
ひ
」
の
こ
と
を
感
じ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
も
そ
も

「
わ
ざ
は
ひ
」
と
は
、

}薫
は
ひ

・
瀞
は
ひ

(祝
〉
・
鵡

は
ひ

(占

ナ

兆
)
・
気
は
ひ

(気
配
)
・
曲
は
ひ

(齢
)
・
蝟

は
ひ

(生
業
)
●嚥

は
ひ
」
な
ど
と

語
構
成
を
同
じ
く
し
、

「
ワ
ザ

(神
意
を
目
に
見
せ
る
か
た
ち
)」
が

「
ハ
ブ

(這

ふ
↓
そ
こ
は
か
と
な
い
広
が
り
と
持
続
を
い
う
動
詞
形
成
語
尾
)」
こ
と
で
あ
る
と

み
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
大
殿
祭
祝
詞

で
、

「
飛
ぶ
鳥
の
禍
」
の
あ
と
に
並
べ
ら
れ

る

「わ
ざ
は
ひ
」
が
、
殿
舎

の
そ
こ
ご
こ
が
わ
け
も
な
く
き
し
み
鳴
る
こ
と
で
あ

る
と
こ
ろ
を
み
て
も
、
そ
の
こ
と
は
あ
る
程
度
察
せ
ら
れ
る
。

さ
て
、
直
接
噛
ん
だ
り
刺
し
た
り
し
て
人
体
に
害
を
与
え
る
も
の
の
他
に
、
人

々
を
お
び
や
か
し
た
虫
の

「わ
ざ
は
ひ
」
に
は
、
た
と
え
ば

つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合

が
あ
る
。

○
昔
在
、
神
代

に
大

地
主
神

、
田
を
営
る
日
、
牛
宍
を
以

て
田
人

に
食

は
し
む

。
時
に

御
歳
神

の
子
、

其
の
田
に
至
り
て
饗
に
唾

て
還
り

て
以

て
、
状
を
父

に
告
す

。
御

歳

へ

神
怒
を
発
し

て
、
蜆

を
以

て
其
の
田
に
放

つ
。
苗
葉
忽

に
枯
損

て
篠
竹

に
似

れ
り
。

是

に
於

て
、
大
地

主
神

、
片

巫

(
志
止

々
鳥
)

・
肱
巫

(今
俗
、
竃
輪
及
び
米
占

也
)

を
し

で
其

の
由

を
占

ひ
求

あ
し
む
る
に
、
御
歳
神
崇
を
為
す
。

(古
語
拾
遺
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
是

の
月
に
、
茨

田
池

の
水
大

き
に
臭
り
て
、
小
さ
き
虫
水

に
覆

へ
り
。
其

の
虫
、

口

は
黒
く
し

て
身

は
白
し
。

八
月

の
戊
申

の
朔
壬
戌
に
、
茨
田
池

の
水
、
変
り

て
藍

の

汁

の
如
し
。
死

に
た
る
虫
、
水

に
覆

へ
り
。

(
皇
極
紀

二
年

)

捏
の
害

で
稲
が
立
枯
れ
る
こ
と
、
虫

が
池
に
異
常
発
生
し
て
水
が
腐
る
こ
と
、

へ

も

そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
神
が
虫
害
に
よ

っ
て
そ
の
意
を
あ
ら
わ
し
た

「
わ
ざ
は
ひ
」

で
あ
り
、
む
ろ
ん
人
々
の
生
活
に
と

っ
て
こ
の
上
も
な
い
災
禍
で
あ
る
。

「虫
の
知
ら
せ
」
と
い
う
表
現
は
、
人
の
体
内
に
は
三
　
の
虫
が
棲
む
と

い
う

庚
申
信
仰
な
ど
が

一
般
化
し
て
か
ら

の
も
の

(文
献
上
の
用
例
と
し
て
は
近
世
以

後
)
と
み
ら
れ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
も
、
体
内
で
な
く
外
界
を
這

い
う
ご
め
く

虫

た
ち

は
、

人

の
窺

い
知

ら

ぬ

こ

と

を

い
ち

は

や
く

知

ら

せ

る
も

の

で
あ

っ
た
。

○
是
歳
、
百
済

の
為

に
、
将

に
新
羅

を
伐

た
む
と
欲
し

て
、
乃
ち
駿
河
国

に
勅
し

て
船

を
造
ら
し
む
。
已

に
詑
り

て
、
続
麻
郊

に
挽
き
至

る
時

に
、
其

の
船
、
夜
中

に
故
もへ

無
く
し

て
艦
舳
相
反

れ
り

。
衆
終

に
敗

れ
む
こ
と
を
知
り
ぬ
。
科
野
国
言
さ
く
、
「
蝿

群
れ

て
西

に
向

ひ
て
巨
坂

を
飛
び
喩

ゆ
。
大
き
さ
十
囲
許
、
高
さ
蒼
天

に
至
れ
り
。
」

と
ま
う
す
。
或

い
は
救
軍

の
敗
績

れ
む
怪

と
い
ふ
こ
と
を
知

る
。

(斉
明
紀
六
年
)

と

、

巨
大
な
蝿
柱
は
、
遠
国
で
の
敗
戦
を
告
げ
る

「怪
」
で
あ

っ
た
と
い
ケ
し
、

〇
八
年

の
春
二
月

に
、
藤
原

に
幸
す
。
密

に
衣
通
郎
姫

の
消
息
を
察
た
ま
ふ
。
是
夕
、

衣
通
郎
姫
、
天
皇
を
恋
び

た
て
ま

つ
り
独
居

り
。
其
れ
天
皇

の
臨
せ
る

こ
と
を
知
ら

ず
し

て
、
歌
し

て
日
は
く
、

ヘ

へ

我

が
夫

子
が
来

べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
ね

の
蜘
蛛

の
行
ひ
こ
よ
ひ
し
る
し
も

(
允
恭
紀
八
年
)

と
、
屋
に
巣
掻
く
蜘
蛛

の
営
み
に
さ
え
、
ま
だ
来
ぬ
先
の

「
し
る
し
」
を
見
る
こ

と
が
あ

っ
た
。
現
代
で
も
、
主
に
日
照
り
や
雨

・
風

・
雪

・
地
震
な
ど
の
天
然
現

象
の
予
兆
を
、
虫
や
魚
や
鳥
な
ど
の
動
き
や
気
配
に
見
る
言
い
伝
え
は
、
各
地
に

　　
　

残

っ
て

い
て
、

我

々

は

ふ

つ
う

そ

れ

を

、

人

に

は

な

い
自

然

と

一
体

で
生

き

て

い

ら

も

る
も
の
た
ち
の
本
能

の
な
せ
る
わ
ざ
だ
と
し
て
何
ほ
ど
か
は
信
じ
て
い
る
。
た
だ
、

右
の
よ
う
に
人
為
的
な
領
域

に
及
ん
で
ま
で
そ
の
行
動
を

「し
る
し
」
づ
け
る
ζ

と
は
、
た
と
え
言
い
伝
え
が
あ

っ
た
と
し
て
も
い
わ
ば

「迷
信
」
と
し
て
軽
く
片

づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
種
の
虫
を
殺
し
た
り
い
じ
め

た
り
す
る
こ
と
を

「は
ば
か
り
お
そ
る
る
」
こ
と
は
、
仏
教
的
な
殺
生
戒
の
意
識

と
も
少
し
異
な

っ
た
感
覚
で
、
残
し
て
い
る
人
も
ま
だ
あ
る
の
で
は
な

い
か
ー

。

と
ま
れ
、
古
代
の
言
語
表
現
に
み
る
限
り
、
虫
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
祝
詞
の
禍
の

例
や
、
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○
こ
の
世

に
し
楽

し
く

あ
ら
ば
来
む
世

に
は
虫

に
も
鳥

に
も
吾
れ

は
な
り
な
む

(万
葉

三
四
八

大

伴
旅

人
)

　　
　

な
ど
と
、
し
ば
し
ば
鳥
と

一
対
で
と
ら
え
ら
れ
、
秋
の
虫
の
鳴
き
声
を
愛

で
る
な

ど
と
は
か
な
り
異
な

っ
た
関
心
で
、
後
述
の
よ
う
に
歌
謡
な
ど
に
も
よ
く
歌
わ
れ

る
存
在
だ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
和
語

で
〈
む
し
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
範
囲

の
生
き
物

を
言
う
だ
ろ
う
か
。
も
の
の
呼
称
の

つ
ね
と
し
て
、
分
類
上
、
よ
り
下
位

の
分
類

　ヨ

　

名
称
が

一
般
化
し
て
い
れ
ば
、
上
位

の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
し
な
い
か
ら
、

し

へ

も

も

ら

も

「
ま
む
し
、
な
が
む
し
」
と
か

「
で
ん
で
ん
む
し
」
と
か
の
呼
称
も
あ
る
蛇
や
蝸

牛

は
〈
む
し
〉
で
あ
る
と
し
て
、

「
か
え
る

(蝦
)
」
は
ど
う
か
、

「
か
に

(蟹
)」

は
ど
う
か
と
い
う
点

に
な
る
と
た
し
か
な
手
掛
り
に
乏
し

い
。

た
だ

し
、
廿
巻

本
和
名
類
聚
抄
の
生
き
物
の
部
立

て
は
、
羽
族

・
毛
群

・
鱗
介

.
虫
秀
で
、
こ
れ

は
お
お
む
ね
和
語
の
蔚

●け鵠

・
駕
…
・
就

に
相
当
す
る
。
な
お
鱗
介
は
、
さ
ら
に
龍

魚
と
亀
貝
に
下
位
分
類
さ
れ
て
い
(都
。
和
名
抄

の
分
類
は
、
漢
語
的
感
覚
に
も
と

つ
く
と
み
ら
れ
る
面
も
あ

っ
て
、

「蝋

蝋
」
か
虫
秀
部
に
あ
る
の
は
虫
偏
だ
か
ら

か
と
も
思
わ
れ
る
が
・

一
方

「カ
ニ
蟹
」

は
亀
貝
類

で
あ
る
。

「
か
に
」

は

「
か
ひ

も

も

ぬ

(貝
)

・
か
め

(亀
)
」
「
か
ら

(殻
)
」

さ
ら
に

「
か
た
し

(硬
)」

と
当
然
意

味
を
通
わ
せ
て
同
音
力
を
も

つ
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

こ
の
点
で
は
和
語
的
感
覚

に

　　
　

即
し
て
分
類
し
て
い
る
と
思
え
る
面

も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
和
名
抄

に
は
、
し
ば

し
ば
名
目
の
末
尾
に

「
1

体
」
と

し
て
、
そ
の
部
類
の
い
わ
ば
体
形

・
様
体

に

ワ
タ
カ

マ
ル

ハ

フ

ム
ク

あ

た

る
用

語

を

ま

と

め

て
付

し

て

い
る

が

、

「
虫

秀

体

」

に
は

「
幡

・
妓

行

・
蚕

軌

・
螺

・
モ螂
ク
・
鍾

一
化

」
が
挙

げ

て
あ

る

。

つ
ま

り

虫

と

は
、

ワ
ダ

カ

マ

ル
も

の

、

ハ
ブ
も

の
、

ム

ク

メ
ク

も

の
、

サ

ス
も

の
、

モ

ヌ
ク

ル
も

の
沸

ス
ゴ

モ

ル
も

の
、

そ
し

て
化

ス
も

の
と

い
う

わ

け

で
、

鳥

・
獣

・
魚

・
龍

・
亀

・
貝

以

外

の
生

き
物

は
と

も

か
く

<

む

し

〉

だ

っ
た

と

み

て

よ

い
と

思

わ

れ

る
。

当

然

、

蛾
夢

・
撫

蜘

な
ど
は
虫
勿
部
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ム
ク
メ
ク
も
の
が
、

ス
ゴ

モ
リ
、
モ
ヌ
ケ
、

そ
し
て
と
び
た
つ

(な
ぜ
ト
ブ
を
欠
く
の
か
問
題
)
脱
皮
や
化
生
に
は
、
後
に
「が

ひ
こ
」
の
所
で
み
る
よ
う
に
、
つ
よ
い
関
心
を
も

っ
て
観
察
し
て
い
た
こ
と
も
窺

え
る
。

他
方
、
〈
む
し
〉
に
比
べ
て
単
純
で
問
題
も
な
さ
そ
う
な
〈
と
り
〉
に
つ
い
て

は
、
そ
の
下
位
分
類
に
大
鳥
と
小
鳥
お
よ
び
白
鳥
と
黒
鳥
と
い
っ
た
二
種

の
大
き

な
分
け
方
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

コ
ト
リ
は
、
現
代
語
で
も
小
さ
な

鳥

一
般

の
呼
称
と
し
て
普
通
の
用
語
で
あ
る
が
、

「大
鳥
の
羽
易

の
山
」
な
ど
と

大
き
な
鳥

一
般

の
呼
称

で
あ

っ
た
オ
ホ
ト
リ
は
、
日
本
の
大
鳥
な
ど
物

の
数
で
は

な
い
漢
籍
上

の
鳳
や
鵬
な
ど
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
か
そ
れ
ら
の
訓

に
固
定
し
、

コ
ト
リ
に
対
す
る
オ
ホ
ト
リ
と
い
う
感
覚
は
薄
く
な

っ
た
。
ま
た
、

ハ
ク
チ
ョ
ウ

白

い
鳥

一
般

の
こ

と

で
あ

る

シ
ラ

ト

リ
も

、

白

鳥

に
限

定

さ

れ
、

「
か

ら

す

て

ふ

黒

鳥

や

つ

の
」

(
風

俗

歌

)

な

ど

と
用

い
ら

れ

て

い
た

ク

ロ
ト

リ

は
、

現

代

あ
ま

り
言

わ

れ

な

い
。

と
も

か

く

、

こ

う
し

た
分

類

感

覚

に
も

と

つ

い

て
、

古

代

、

大

き
く
て
白

い
鳥

1

た
と
え
ば
八
尋
白
智
鳥

ー

が
、
と
り
わ
け
神
霊
的
な
存
在

と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
記
紀
等
の
語
り
ご
と
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
〈
む
し
〉
の
そ
の
よ
う
な
下
位
分
類
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
。

和
名
抄

の
虫

(有
足
)

・,秀

(無
足
)
と
い
っ
た
漢
語
的
二
分
に
は
、
和
語
で
は

関
心
が
働
か
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
代
わ
り
に
、
後
世
、
「
益
虫
」
と

聖
口虫
」

と
い
う
用
語
に
よ
る
二
分
が
あ
る
よ
う
な
分
け
方
、

つ
ま
り

「わ
ざ
は
ひ
」
の
虫

と
、

「
さ
き
は
ひ
」
あ
る
い
は

「
い
は
ひ
」
の
虫
と
い
う
分
け
方
が
あ

っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鳥

の
場
合
の
よ
う
な
た
し
か
な
熟
語
例
は
見
当
ら
な
い
が
、

虫
に
か
か
わ
る
記
紀

・
風
土
記
な
ど
の
乏
し
い
記
述
か
ら
も
、
は
じ
め
に
挙
げ
た

よ
う
な

「
わ
ざ
は
ひ
」
の
虫
、
そ
し
て
次
に
見
る
よ
う
な

「
さ
き
は
ひ
」
な
い
し

「
い
は
ひ
」
の
虫
と
い
う
と
ら
え
方
を
、
探
り
出
す
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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あ
き
つ

二

○
阿
岐
豆
野

に
幸
し
て
、
御

猫
し
た
ま
ふ
時
、
天
皇
御
呉
床

に
坐
す
。
ホ

し
て
、
姻

御

腕
を
咋

ふ
。

即
ち
蜻
蛉

来

て
そ
の
姻

を
咋
ひ

て
飛
ぶ
。

(蜻
蛉
を
訓

み
て
阿
岐
豆

と

云

ふ
。
)

是

に
、
御
歌
作

り
た
ま
ふ
。
其
の
歌
に
日
く
、

み
吉
野

の

を
む

う
が
嶽

に

し
し
伏
す
と

誰
そ

大
前
に
ま
う
す

八
隅
知

し

我
が
大
君

の

し
し
待

つ
と

呉
床

に
坐
し

白
拷

の

袖
着
そ
な
ふ

手

腓
に

あ
む
掻
き

つ
き

そ

の
あ
む
を

あ
き
つ
早

咋
ひ

か
く
の
如

名
に
負

は
む
と

そ
ら
み

っ

倭

の
国
を

あ
き
つ
島
と

ふ

故
、
其

の
時

よ
り
、
其

の
野
を
号
け

て
阿
岐
豆
野
と
謂

ふ
。

(雄
略

記
)

あ
き
つ

右
の
中
に
、
あ
え
て
訓
注
が
付
さ
れ
た

「蜻
蛉
」
は
、
現
代
も

っ
と
も

一
般
的

な
用
語
で
は
ト
ン
ボ
で
あ
る
が
、
記
紀
万
葉
に
出
る
場
合

の
そ
の
呼
称
は
す
べ
て

ア
キ
ヅ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
古
事
記
で
普
通
名
詞
に
つ
け
ら
れ
た
訓
注
は
、
他
に

訓
み
方
も
あ
る
も
の
を
と
く
に
そ
う
訓
ま
せ
た
い
意
図
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
お
り
、
蜻
蛉
の
他

の
訓
み
方
と
は
、
ま
ず
は
万
葉
集
に

「
玉
蝦

・
玉
轟

・蝿

カ
ギ
ロ

火

・
蜻
艇
火
」
な
ど
と
訓
め
る
例
の
あ

る
カ
ギ

ル
あ
る
い
は
カ
ギ

ロ
で
は
な
い
か

と
み
ら
れ
(娩
。
下

っ
て
平
安
期

に
は
・
新
撰
字
鏡
か

酵

を
載
せ
る
が
・
和
名

抄
は

「繕

%
握
黎

・鍾

礁
」
の
み
で

ア
キ
ツ
の
和
訓
は
み
え
な
い
。

一
方
ト
ン

ボ
は
、
同

一
音

で
は
古
代
文
献
に
は
見
当
ら
ず
、
類
同
音
の
ト
ウ
バ
ウ
が
、
梁
塵

秘
抄

の
四
句
神
歌

に
初
出
す
る
。
こ
れ

は
、
鎌
倉
期
の
塵
袋
に
も
、

セ
イ
レ
イ

○
蜻
蛉
ト
云

ハ
大
小

ノ
ト
ウ

ハ
ウ
ノ
惣
名

ナ
リ
。

(
第
四
)

カ
ゲ
ロ
ウ

と
あ

っ
て
、
塵
袋
の
説
明
文
は
お
お
よ
そ
院
政
鎌
倉
期
公
家

の
日
常
語
と
み
ら
れ

　
フ
　

 る
と
こ
ろ
か
ら
、
ト
ウ
バ
ウ
は
、
少
く

と
も
平
安
後
期
ご
ろ
京

の
上
下
に

一
般
的

な
用
語
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
古
く
か
ら
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
、

神
歌

の
よ
う
な
歌
な
ど
に
よ

っ
て
地
方
語
が
浮
上
し
普
及
し
た
の
か
等
と
い
・凱
点

に
な
る
と
全
く
不
明
で
あ
る
。

一
般

に
虫
の
呼
称
は
、
古
文
献
上
で
も
あ
る
い
は

地
域
的
な
位
相

に
お
い
て
も
、
鳥

・
獣
な
ど
と
比
べ
は
る
か
に
多
様

で
複
雑
で
、

「
蝸
牛
考
」
の
よ
う
な
考
察
が
な
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
は

じ
め
に
挙
げ
た
雄
略
記
の
場
合
は
、
他
に
ど
ん
な
呼
称
が
あ

っ
た
に
せ
よ
蜻
蛉
は

ア
キ
ヅ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
異
伝
と
な

っ
て
書
紀
に
収

め
ら
れ
て
い
る
、

○
倭
の

を
む
ろ

の
嶽

に

し
し
伏
す

と

誰
か

こ
の
事

大
前
に
ま
を
す

大
君
は

そ

こ
を
聞
か
し

て

玉
纒

の

呉
床

に
立

た
し

倭
文
纒
き

の

呉
床

に
立
た
し

し
し
待

つ
と

わ
が

い
ま
せ
ば

さ

ゐ
待

つ
と

わ
が
立
た
せ
ば

手
腓

に

あ
む

掻
き

つ
き

そ

の
あ
む
を

あ
き
つ
早

咋
ひ

は
ふ
虫
も

大
君
に
ま

つ
ら
ふ

な

が
形
は

置
か
む

あ
き
つ
島
倭

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

因
り

て
靖
蛉
を
讃
め

て
、
此

の
地

を
名
け
て
蜻
蛉
野
と
す
。

(
雄
略
紀
四
年
)

の
場

合

も

勿

論

で

あ

る
し

、

ま

た
、

〇
三
十
有

一
年
の
夏
四
月
の
乙
酉

の
朔

に
、
皇
輿
巡
り
幸
す
。
因

り
て
腋
上

の
嫌
間

丘

に
登
り
ま
し

て
、
国

の
状

を
廻
ら
し
望
み

て
日
は
く
、

「
妖
哉
乎
、
国

を
獲

つ
る
こ

ヘ

へ

と
。
内
木

綿
の
真
進

き
国
と
錐
も
、
蜻
蛉

の
啓
帖
の
如
く

に
あ

る
か
な
。
」
と

の
た
ま

ヘ

へ

ふ
。
是
に
由
り
て
、
始
め
て
秋
津
洲

の
号
有
り
。

(神

武
紀

三
十

一
年

)

の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
何
よ
り
も
そ
れ
ら
は
、
国
の
名
を

「
撫
漸
し

ま
や
ま
と
」
と
い
う
、
そ
の
謂
れ
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
キ
ヅ
以
外
で
は

全
く
話
に
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
う
し
た
地
名
伝
説
は
、

一
般
に
は
後
の
故
事

つ
け
で
あ
る
と
み

ら
れ
、
あ
る

い
は
、

「秋
津
島
倭
」
の

「秋
津
島
」
は
、

「
や
ま
と
」
の
場
合
が
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学大良奈

そ
う
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
と
同
様
、
大
和

(奈
良
県
)
内

の

一
小
地
域
の
呼
称

が
し
だ

い
に
奈
良
全
域
に
、
そ
し
て
日
本
に
と
い
う
よ
う
に
、
範
囲
を
広
げ
て
い

っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

問
題
は
、
神
武
紀
の
場
合
も
雄
略
記
紀
の
場
合
も
、
地
名

ア
キ
ヅ
が
直
接
蜻
蛉

の
名

に
拠

っ
て
い
る
の
だ
と
語

っ
て
、
事
件
の
如
何

に
よ
ら
ず
、
古
代
の
人
々
を

十
分
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「ト
ン
ボ
の
島
や
ま

と
」
と
は
、

「
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」

「
日
出
づ
る
国
日
本
」
と
同
様
、
最
高
の

よ
き
国
の
呼
称
だ
と
人
々
は
思

っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
神
武
紀
の
状
況
は
、

○
大
和
に
は

群
山
あ
れ
ど

と
り
よ
う
ふ

れ
ば

国
原
は

煙
立
ち
た
つ

海
原
は

嶋

や
ま
と
の
国
は

天

の
香
具
山

登
り
立
ち

国
見
を
す

か
ま
め
立
ち
た

つ

う
ま
し
国
そ

蜻

(
万
葉

二
)

の
歌
と
同
様
、
天
皇
の
国
見
に
お
け
る
国
褒
め
の
詞
で
、
そ
れ
が
、

「
お
お
な
ん

と
よ
い
国
を
獲
た
こ
と
よ
。
内
木
綿

の

(?
)
狭
い
国
で
は
あ
る
が
、
ト
ン
ボ
の

交
尾
の
様
に
似
て
い
る
わ
い
。」
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
と
、

「蜻
蛉
の
啓
帖
」
が

ク

ニ
に
と

っ
て
の
よ
ほ
ど
の
讃
辞
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
稲

の
大
敵

で
あ
る
ウ
ン
カ
や
イ
ナ
ゴ
を
捕
食
す
る
ト
ン
ボ
か
、
交
尾
し
て
さ
か
ん
に

繁
殖
す
れ
ば
豊
作
か
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
人
々
の
実
体
験
に
も
と
つ

い
た
、
豊

穣
の

「
い
は
ひ
」
鮮

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
・
ま
し
て
蜻
蛉
は
、
藩

と
い
う
表

記
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
大
き
な
碧
玉

の
よ
う
な
タ
マ
の
眼
を
も
ち
、
大
鳥

の

よ
う
に
天

つ
日
に
む
か
い
ト
ブ
こ
と
の
で
き
る
虫
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
代

の
人

々
が
多
く
の
実
体
験
か
ら
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
益
虫
の
中
で
も
、
も
っ
と
も

「さ

き
は
ひ
」

「
い
は
ひ
」
の
虫
と
し
て
貴
ば
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

か

は
つ○

故
、
大
国
主
神
、
出

雲
の
御

大
之
御

前

に
坐
す
時
、
波

の
穂
よ
り
、
天

の
羅
摩

の
船

に
乗
り

て
、
鵡

の
皮
を
内
剥

に
剥
ぎ
て
、
衣
服

と
為
、
帰
り
来

る
神
有
り
き
。
ホ
し

て
、
其

の
名
を
問

ひ
た
ま

へ
ど
も
答

へ
ず
。
且
、
所
従

へ
る
諸
神

に
問

ひ
た
ま

へ
ど

た

に

ぐ

く

も
、
皆

「
知
ら
ず
」
と
白
す
。
ホ

し

て
多
辺
具
久
白

さ
く

「此

は
、
久

延
砒
古

必
ず

知
え
り

て
あ
ら
む
。
」
と
ま

を
す
。
即
ち
久
延
砒

古
を
召
し
て
問

ひ
た
ま
ふ
時
、
答

へ

て
白
さ
く
、

「
此

は
神
産
巣
日
神

の
御

子
少
名
砒
古
那
神
そ
。」

(神
代

記
)

記
紀

に

は

こ

こ

だ

け

に

し

か
出

な

い

タ

ニ
グ

ク

(
ヒ

キ

ガ

ヘ
ル
)

は
、

情

報

通

の
も

の
と

い
う

イ

メ

ー

ジ

で
語

ら

れ

て

い
る

。

た
に
ぐ
く

○
皇
神

の
敷
き
ま
す
島

の
八
十
島

は
、
谷
摸

の
さ
度
る
極
み
、
塩
沫
の
留
る
限
り
、
狭

き
国

は
広
く
、

鹸
し
き
国
は
平

ら
け
く
、

…
…

(
祈
年
祭
祝
詞
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
こ
の
照

ら
す

日
月

の
下
は

天
雲

の

向
伏
す
極
み

た

に
ぐ
く

の

さ
渡
る
極

み

き
こ
し
を
す

国

の
ま
ほ
ら
ぞ

(万
葉

八
〇
〇

憶
良
)

○
山
彦
の

応
へ
む
極
み

藩

の

さ
渡
る
極
み

国
方
を

見
し
た
ま
ひ
て

(同

九
七

一

虫
麻
呂
)

と
あ
る

「谷
ぐ
く
の
さ
渡
る
極
み
」
と
い
う
慣
用
表
現
は
、
「塩
沫
の
留
る
限
り
.

天
雲
の
向
伏
す
極
み

・
山
彦

の
応

へ
む
極
み
」
の
対
句
と
し
て
、

「見
は
る
か
す

地
の
果
て
ま
で
」
と
い
っ
た
こ
と
の
比
喩
と
し
て
は
、
現
代
感
覚
か
ら
は
か
な
り

滑
稽
な
気
も
す
る
が
、
や
は
り
、
年
古
り
た
大
き
な
ヒ
キ
ガ

エ
ル
が
、
意
外
に
身

軽
に
谷
や
沢
を
渡
り
、
繁
み
な
ど
に
潜
入
す
る
人
を
超
え
た
行
動
力
に
注
目
感
心

し
て
の
表
現
だ

っ
た
ろ
う
か
。
カ

ヘ
ル
・
カ

バ
ヅ

・
ヒ
キ
を
中
心
に
実
に
多
様
な

地
域
語
を
蛎
ゲ
蝦
墓
は
、
新
撰
字
鏡
に

「螺
己
、
和
名
抄
に

「熾
惑

・
馨

・

罵
…螺
塾

・罐

ル・
蜷
蜘
」
と
出
る
が
、
記
紀

・
風
土
記
に
は
右
以
外
他
に
何
も
語

ら

れ

る

と

こ

ろ

が

な

い
。

た

だ
、

万

葉

集

に
は

、

巻
十

の
秋

雑

歌

に

「
詠

レ
蝦

」

五
首

な

ど

も

あ

り

、

そ

れ

を

歌

う
も

の

が
合

計

二
十

首

あ

る

。

た

だ
し

周

知

の
と

お

り

、

そ

の
表

記

は

、

川

津

(
九
首

)
・
河

津

(
五
首

)
・
河
豆

(
一
首

)
・

河

蝦

(
四

首

)

な

ど

で
、

ど

れ

も

カ

ヘ
ル

で
な
く

カ

バ
ヅ

と

訓

ま

れ

る
も

の
で

あ

る
。
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た
だ

一
首

「朝
霞
鹿
火
屋
が
下
に
鳴
く
蝦
」
(二
二
六
五
)
と

「蝦
」

だ
け
の
表

記
の
も

の
か
あ
る
か
、
こ
れ
も
同
様
の
句
で

「朝
霞
香
火
屋
が
下

に
鳴
く
川
津
」

(三
八

一
八
)
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
カ
バ
ヅ
と
訓
め
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し

一
方
、
ア
キ
ヅ

ー

カ
ギ

ル
の
関
係
と
同
様
に
、
借
訓
と
し
て

「
わ
が
屋

戸
に
も
み
つ
蝦
手
」
(
一
六
二
二
)
と
あ

る
も
の
か
、
「加
徹
流
ヨ
の
も
み
つ
」

カ

ヘ
ル

(
三

四
九

四

)

と

仮
名

で
出

る

場

合

が
あ

っ
て
、

蝦

と

い
う

語

も

同

時

に

用

い
ら

れ

て

い
た

こ
と

は

た

し

か

の

よ
う

で
あ

る
。

さ

て
、

万

葉

集

に
歌

わ

れ

て

い

る

カ

バ
ヅ

は
、

そ

の
表

記

に
あ

る

と

お

り

、

お

お

む

ね
川

で
鳴

く

。

し

か

も

そ

の
川

は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
今
日
も
か
も
明
日
香

の
川

の
夕
さ

ら
ず
川
つ

な
く
瀬

の
清

け
く
あ
る
ら
む

(
三
五
六
)

へ

も

へ

う

へ

ゐ

も

ヤ

○
川
づ
鳴
く
清
き
川
原
を
今

日
見
て
は
い

つ
か
越
え

き
て
見

つ
つ
偲
は
む

(
=

〇
六
)

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

○
み
吉
野

の
岩
も

と
去
ら

ず
鳴
く
川
づ
う

べ
も
鳴
き
け
り
河
を
浄
け
み

(
二

一
六

一
)

へ

ゐ

ぬ

へ

も

も

ヤ

ら

ゐ

ヘ

ヘ

へ

O
夕
さ
ら
ず
河
蝦
鳴
な

る
三
和
川

の
清
き
瀬

の
音

を
聞
か
く

し
よ
し
も

(
二

二
二
二
)

と
い
う
よ
う
に
水
が
清
く
さ
や
か
で
あ
る
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
巻
十
の
秋
雑
歌

の
中
に
、
詠
蝦
五
首
お
よ
び
詠
河
中
の

一

首
が
あ
り
、
そ
の
鳴
き
声
が
と
り
わ
け
秋

の
風
物
と
さ
れ
て
い
る
風
で
も
あ
る
。

と
い
う
あ
た
り
か
ら
、
カ
ハ
ズ
は
河
鹿

の
こ
と
だ
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
江
戸
期
か

ら
あ
る
。
あ
る
い
は
、
直
接
的
に
は
、

万
葉
集

で
清
流
で
鳴
く
声
の
愛
で
ら
れ
て

い
る
カ
バ
ヅ
は
、
河
鹿
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
こ
で
、
カ

バ
ヅ
の
棲
む

清
く
さ
や
か
に
流
れ
る
水
が
、
古
代

の
人
々
の
物
心
両
面
の
生
活
に
お
い
て
、
ど

れ
ほ
ど
大
切
だ

っ
た
か
と
い
う
点
に
思

い
を
致
す
こ
と
こ
そ
、
カ
バ
ヅ
理
解
に
は

意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

カ

バ
ヅ
は
、
沢
鴻

『
万
葉
集
注
釈
』

に
も
注
さ
れ
る
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
の
歌

に
も
そ
れ
を
歌
う
も
の
が
二
首
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

○
水

口
に
我

や
見
ゆ
ら

む
か
は
つ

さ

へ
水

の
下

に
て
諸
声

に
な
く

(
二
七
段
)

う

ヘ

ヘ

へ

ぬ

も

ヘ

ヘ

へ

○
夜

ひ
ご
と

に
か
は
つ

の
あ

ま
た
鳴
く

田
に
は
水

こ
そ
ま
さ
れ
雨

は
ふ
ら
ね
ど(百

八
段
)

こ
れ
は
川
の
カ
バ
ヅ
と
い
う
よ
り
田
で
諸
声
に
鳴
く
カ

バ
ヅ
で
、
し
た
が

っ
て

河
鹿
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
万
葉
語
が
カ
ヘ
ル
一
般
の
歌
語
と
な

っ
て
慣

用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
と
く
に
百
八
段
の
歌
は
、

カ
バ
ヅ
が
あ
ま
た
鳴
く
の
は
豊
か
な
水
に
恵
ま
れ
る
証
拠
だ
と
、
何
の
技
巧
も
な

く
素
朴

に
歌
う
。
伊
勢
斎
宮
と
の
道
な
ら
ぬ
恋
を
中
心
に
す
え
る
伊
勢
物
語
の
歌

は
、
た
と
え
ば
、

○
梓

弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔

よ
り
心

は
君

に
よ
り

に
し
物
を

(二
四
段
)

○
芦

の
屋

の
灘

の
塩
焼
暇

な
み
黄
楊

の
小
櫛
も

さ
さ
ず
来

に
け
り

(二
七
段

)

○
恋
せ

じ
と
御

手
洗
川
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か

な

(六

五
段
)

○
枕

と
て
草

ひ
き
結
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋

の
夜
と
だ

に
た
の
ま
れ
な
く
に

(八
三
段
)

と
い
う
よ
う
に
、
古
い
時
代
の
呪
的
感
覚
を
ひ
き
ず

っ
て
、
そ
れ
を
否
み
き
れ
ず

に
た
ゆ
た
う
心
の
出
た
歌
が
よ
く
あ
り
、
万
葉
集

の
奈
良
朝
宮
延
歌
な
ど
よ
り
も

土
着

の
情
感
に
つ
な
が
る

一
面
が
あ
る
。
百
八
段

の
歌
は
、
諸
声
に
鳴
く
カ
バ
ヅ

が
、
あ
る
時
は
、
田
の
水
の
守
り
神
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
た
感
覚
を
そ
の
ま

ま
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
弘
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
バ
ヅ
の
鳴
き
声
は
、
文
献
以
後
の
古
代
の
人
々
に
と

っ
て

も
、
清
く
、
ま
た
豊
か
な
水

の
恵
み
と
直
接
結
び

つ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
カ
バ
ヅ

の
カ
バ
は
、
用
字
の
と
お
り
の
川

・
河
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
ヅ
は
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
担
う
だ
ろ
う
か
。
ア
キ
ヅ
の
ア
キ
が
、
や
は
り

「秋
津
」
の
表
記
ど

お
り

「秋
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
と
同
様
万
葉
集
に
タ
ヅ
と
の
み
出
る
鶴
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(借
訓
用
字
か
ら
こ
れ
も
ツ
ル
の
語
も

あ

っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
)
が

「田
ヅ
」
で
あ

る
と
す
㍍
ど
、
当
然
そ
れ
ら
の
ヅ
は
同

一
の
意
味
を
担

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
用
字
の

「津
」
は
船
着
き

場
の
こ
と
だ
か
ら
、

「秋

.
川
」
が
正
訓

字
で
あ
る
な
ら
そ
れ
も
ま
た
同
様
に
用

い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
あ
菌
℃

へ

は

「
つ
ど

ふ

(
集

)
」
と

い

っ
た
意

味

を

抽

出

す

る

こ
と

が

で
き

る

か
も

し

れ

な

い

少

く

と

も

漢

字

表

記

が
始

ま

っ
た
頃

に

は
、

ア
キ

ヅ

・
カ

バ
ヅ

・
タ
ヅ

は
、

漠

然

と

「
秋

に
集

ふ
も

の

・
河

に
集

ふ
も

の

・
田

に
集

ふ

も

の
」

と

い

っ
た
感

覚

で
と

ら

え

ら

れ

て

い

た
可

能

性

も

あ

る

。

し

か

し
、

あ

え

て
推

測

を
言

う

な

ら
、

私

は

「
皇

わ

が

ウ
ヅ

の
御

子

」
(
大

殿

祭

祝

詞

)
「
ウ

ヅ

の
幣

吊

」

(
祈

年

祭

祝

詞

)

「
天

皇

わ

が

ウ
ヅ

の
御

手

」
(
万

葉

九

七

三

)

な

ど

の
ウ

ヅ

(貴

)
、
「
秋

(
ウ

)

ヅ

.
河

(
ウ
)

ヅ

・
田

(
ウ
)

ヅ

」

だ

っ
た

と

み

る

の
が

、

意

味

上

ふ

さ

わ

し

い
と

思

う

が
、

如

何

だ

ろ
う

か
。

少

く

と

も

、

そ

の
よ

う

な

意

味

を

ひ
び

か

せ

れ
ば

こ
そ

、

○
明

日
香

の

古
き
京
は

山
高

み

河
と

ほ
し

ろ
し

春

の
日
は

山
し
見
が
ほ
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

秋

の
夜

は

河
し
さ
や
け
し

朝
雲

に

タ
ヅ

は
乱

れ

夕
霧

に

カ

バ
ヅ
は
さ

わ

く

見

る
ご

と
に

ね

の
み
し
泣
か
ゆ

古

へ
思

へ
ば

(
万
葉

三
二
四

赤
人
)

と

い
う

よ
う

な

、

宮

褒

め

の
最

高

の
讃

辞

と

し

て

タ
ヅ

と

カ

バ
ヅ

が
対

置

さ

れ

る

の

で
あ

ろ

う

。

あ

る

い
は

ま

た
、

○
た
ら
ち
ね

の

母

が
形
見
と

持
ち

て

馬
替

へ
わ

が
夫

吾
が
持

て
る

ま
そ

み
鏡

に

蝦
蜘
㎎

負
ひ
な
め

(万
葉

三
三
一
四
)

と
、

鏡

と

並

べ
ら

れ

る

透

き

と

お

っ
た
薄

絹

「
ア
キ

ヅ

ひ

れ

」

も

、

須

勢

理
比

売

命

が
、

そ

の
夫

大

穴

牟

遅

神

に

「
わ
ざ

は

ひ

」

を
払

う

た

め

に
と

与

え

た

「
ヘ
ミ

の
ひ

れ

・
ム
カ

デ

の
ひ

れ

・
ハ
チ

の

ひ

れ

」

と

は
逆

に

、

「
さ

き

は

ひ
」

を
招

く

も

の
と

し

て

母

か

ら

娘

に
大

切

に
受

け

つ
が

れ

る

お
守

り

の

「
ひ

れ

」

で

あ

っ
た

と

み

る

こ

と

が

で
き

る

だ

ろ
う

。

か
ひ
こ

○
是

に
口
子
臣
と
其

の
妹

口
比
売
と
奴
理
能
美
と
、
三
人
議

り
て
、
天
皇

に
奏
さ
令
め

て
云

は
く
、

「
大
后

の
幸
行
し
し
所
以
は
、
奴
理
能
美
が
養

へ
る
虫
、

一
度
は
飼
ふ

虫
と
為
り
、

一
度

臨
誕
ど
為
り
、

一
度
は
飛
ぶ
鳥
と
為
り

て
、
三
色

に
変

る
奇
し
き

虫

有
り
。
此

の
虫
を
看
行
し

て
入
り
坐
す
に
こ
そ
。
更

に
異
し
き
心
無
し
。
」

此

の

如
奏
す
時
、
天
皇
詔
ら
さ
く
、

「
然
あ
ら
ば
吾
も
奇
異
し
と
思
ふ
。
故
、
見

に
行
か

む

と
欲
ふ
。
」

と

の
ら
し

て
、
大
宮

よ
り
上
り
幸
行
し

て
、
奴
理
能
美
が
家

に
入
り

坐
す
時

、
其
の
奴

理
能
美
、
己
が
養

へ
る
三
種

の
虫
大
后

に
献
る
。

(
仁
徳
記
)

奴
理
能
美
と

い
う
の
は
百
済
人
だ
ろ
う
が
、
養
蚕
も
ま
た
彼
の
地
か
ら
も
た
ら

さ
れ
て
、
仁
徳
天
皇
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
そ
の
生
態
が
珍
し
が
ら
れ
て
い
た
ら
し
い

こ
と
が
こ
の
記
事
か
ら
窺
わ
れ
る
。
書
紀
に
は
同
様
の
記
述
は
な
く
、
た
だ
、
川

を
桑
の
木
が
流
れ
て
来
て
、
天
皇
が
大
后
磐
之
媛
の
こ
と
に
言
よ
せ
て

「
川
の
隅

々

よ
う
ぼ
ひ
行
く
か
も

う
ら
桑
の
木
」
と
歌

っ
た
と
、
桑
の
木

に
か
か
わ
る

伝
承
が
あ

っ
た
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。

養
蚕
は
、
す
で
に
神
代
記
紀
に
、
大
気
津
比
売
神
(記
)
あ
る
い
は
稚
産
霊
(紀
)

あ
る
い
は
保
食
神
(紀
)
ら
の
身
体
か
ら
、
五
穀
な
ど
と
共
に
蚕
(繭
)
が
生
ま
れ
、

○
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
爾
皿を
含

み
て
、
便
ち
糸
抽
く

こ
と

を
得

ヘ

へ

た
り
。
此

よ
り
始
め

て
養
蚕

の
道
有
り
。

(神
代
紀
上
)

と
、
稲
作
と
と
も
に
神
代
の
昔

に
始
ま
る
と
記
さ
れ
る
。
口
承
が
文
字
を
も
と
う

と
し
た
時
代
、
そ
れ
ら
は
、
仏
教
や
漢
字
の
伝
播
な
ど
と
異
な
り
、
そ
れ
を
語
り

伝
え
る
古
老
も
そ
の
ま
た
祖
も
体
験
見
聞
し
た
こ
と
で
は
な
い
は
る
か
な
時
の
彼

方
11
神
代
の
こ
と
だ

っ
た
と
い
う
わ
け
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
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○
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

。
(雄
略

紀
六
年
)

と

い

っ
た
、

上

か

ら

の
勧

業

と

そ

の
儀

礼

化

な

ど

を
経

て
急

速

に
普

及

し

、

す

で

に
万

葉

集

の
時

代
、

○
た
ら
ち
ね

の
母
が
養

ふ
蚕

の
繭
こ
も

り

(
万
葉

二
九
九

一
)

○
た
ら
ち

ね
の
母

が
園

な
る
桑
す

ら
に

(同

=
二
九

四
)

と
歌
の
序
に
も
な
る
よ
う
な
、

一
家
の
主
婦
の
仕
事
に
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
け
　

ど
こ
ろ
で
、
仁
徳
記
の

二

度
は
旬

ふ
虫
と
為
り
、

一
度
は
殻
と
為
り
、

一
度

は
飛
ぶ
鳥
と
為
り
」
と
い
う
記
述
は
、
虫
に
つ
い
て
の
古
代
の
特
異
な
と
ら
え
方

の

一
端
を
窺
わ
せ
る
。
そ
れ
は
、

一
章

に
挙
げ
た
和
名
抄
虫
秀
体

に

「
ト
ブ
」
が

な
か

っ
た
よ
う
に
、
虫
は
と
ぶ
も
の
と

い
う
と
ら
え
方
、
あ
る
い
は
と
ぶ
虫

一
般

へ
の
関
心
は
、
古
く
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

蛾
や
蝶
か
、
ト
ン
ボ
の
場
合
の
よ
う
に
古

い
和
名
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漢

字
音

の
ガ
や
テ
フ
を

一
般
化
し
て
い
る
こ
と
と
も
、

そ
れ
は
当
然
関
係
が
あ
る
。

和
名
抄
に
は
蝶
に
は
和
名
か
付
さ
れ
ず
、
蛾
に
の
み
ヒ
ヒ
ル
と
あ
る
。
な
お
、
蛾

と
蝶
の
区
別
も
そ
れ
ほ
ど
は

っ
き
り
し

て
い
た
と
思
え
な
い
こ
と
は
、

○
き

ぬ
と

て
人

々
の
着
る
も
、
蚕
の
ま
だ
羽

つ
か
ぬ

に
し
出
し
、

い
と
も

そ
で
に
て
、
あ

だ
に
な
り
ぬ
る
を
や
。

ぬ蝶

に
な
り

ぬ
れ
ば

、

(堤
中
納
言
物

語
)

と

い

っ
た

あ

た

り

か

ら
窺

え

る

。

お

そ

ら
く

、

ト

リ

と

は

、

鳥

に
よ

ら

ず

虫

に

よ

ら
ず

と

ぶ
も

の

一
般

を

指

す

言

も

も

葉

か
ら

始

ま

っ
て
お

り

、

ト

ビ

(
鳶

)

や

ト

ウ

バ

ウ

(
蜻

蛉

)

の
ト

も

当

然

そ

の

意

に

か

か
わ

り
、

ト

リ

(
ト

ブ

物

)

の
中

か

ら

「
は

ふ
虫

」

か

ら
変

態

化

生

し

た

も

の

を
区

別

す

る

こ

と

に

関

心

の
は

た

ら

か

な

か

っ
・た
遠

い
昔

の
認

識

を

、

「
虫

が
飛

鳥

と

な

る
」

記

述

は
、

残

し

た

の

で
は

な

か

っ
た
だ

ろ
う

か

。

「み
な
人
の
花
や
蝶
や
と
い
そ
ぐ
日
も
」

(枕
草
子
)
と
、
花
と
と
も
に
蝶

の

妖
し
い
美
し
さ
を
愛
で
る
の
は
、
平
安
公
家
の
宮
び
の
世
界
の
感
覚
で
、
舞
楽

の

胡
蝶
楽
が
迦
縷
頻
と
左
右
対
に
し
て
延
喜
年
間
に
作
ら
れ
た

(廿
巻
本
和
名
抄
)

と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
異
国
の
に
お
い
を
た
だ
よ
わ
せ
た
愛
玩
物
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

○
大
唐
み

か
ど

は
ゆ

＼
し
も
り

黄

金
の
真

砂
は
数
し
ら
ず

ね

や
に
は
黄
金

の
嫌
遊

ぶ

(
梁
塵
秘
抄

四
句
神

歌
)

と

い

っ
た

感

覚

で
と

ら

え

ら

れ

た

も

の
だ

っ
た

。

ひ

ら

ひ
ら

飛

ん

で

い
る

だ

け

で

鳴

き

声

も

た

て
ず

、
害

も

益

も

一
見

な

さ

そ

う

な
蝶

は
、

記

紀

万

葉

の
世

界

で
は

関

心

の
外

に
あ

っ
て
全

く

出

て

こ
な

い
。

書

紀

に
は

、

「
施
娼

が
鹿

に
化

る

」

(
仁

徳
紀

六
十

七
年

)

「
雀

が
魚

に
化

る
」

(
斉

明

紀

四

年

)

と

か

の
奇

妙

な
変

態

の

こ
と

が
出

る

か
、

お

そ
ら

く

、

一
つ
の

生

き

物

が
現

実

に
化

生

変

態

し

ゆ
く

様

の
直

接

の
認
識

は
、

蚕

の
観

察

あ

た

り

か

ら

始

ま

っ
た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

和

名

抄

虫
秀

体

の

「
化

」

に
和

名

が
付

さ

れ

な

い

の

は
、

そ

の

認
識

は
あ

り

は
す

る

が
、

き

わ

め

て
広

義

に
わ

た

る

「ナ

ル
」

以

外

に
、

特

別

の
言

葉

(和

名

)

が
出

来

る

ほ
ど

に
は

、

そ

の
認
識

が
古

く

は

な

か

っ
た

こ

と

を
示

し

て

い
る

よ

う

に
も

み

え

る
。

さ

て
、

現

代

の
感

覚

か

ら

ず

れ

る

こ
と

の
多

い
古

代

の
虫

に

つ

い
て

の
記

述

の

中

で
も

、

と

り
わ

け

異

和

感

が
あ

る

の

は
皇

極

紀

の
常

世

神

事

件

だ

ろ
う

。

○
秋
七
月

に
、
東
国

の
不
尽
河
の
辺
の
人
大

生
部
多
、
虫
祭

る
こ
と
を
村
里

の
人

に
勧

め
て
日
は
く

、

「此

は
常
世
の
神

な
り
。
此
の
神
祭

る
者

は
、
富
と
寿
と

に
致
る

べ

し
」

と
い
ふ
。
巫
現

等
、
遂

に
詐
き

て
神
語
に
託

せ
て
日
は
く
、

「
常
世

の
神
を
祭

ら
ば

、
貧

し
き
人
は
富
に
致
り
、
老
た
る
人
は
還
り
て
若

ゆ
」
と

い
ふ
。
是

に
由

り

て
加
勧

め
て
民

の
家

の
財
宝
を
捨

て
し
め
、
酒
を
陳
ね
、
菜

・
六
畜

を
路

の
側

に
陳

ね
て
、
呼
ば
し
め

て
日
は
く
、

「
新
し
き
富
入
来
た
れ
り
」
と
い
ふ
。
都
鄙
の
人

、

常

世
の
虫

を
取
り

て
、
清
座

に
置
き

て
、
歌
ひ
憐
ひ

て
、
福
を
求

め
て
珍
宝
を
棄

捨
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つ
。
都

て
益
す
所
無
く

し
て
、
損
り
費
ゆ
る

こ
と
極

て
甚
し
。
是

に
葛
野

の
秦
造

河

勝
、
民

の
惑

は
さ
る
る
を
悪
み
て
、
大
生
部
多
を
打

つ
。
其

の
巫
蜆
等
、
恐
り

て
勧

め
祭

る
こ
と
を
休
む

。
時

の
人
、
便
ち
歌
を
作

り

て
日
は
く
、

太
秦
は
神
と
も
神

と
聞
え

来
る
常

世
の
神
を
打
ち
き
た
ま
す
も

此

の
虫
は
、
常

に
橘

の
樹

に
生

る
。
或

い
は
藩

に
生
る
。
其

の
長
さ
四
寸
余
、
其

の
大
き
さ
頭
指
許
。
其

の
色
緑

に
し
て
有

黒
点

な
り
。
其
の
貞

全
ら
養
蚕

に
似
れ
り
。

(
皇
極
紀
三
年
)

親
指
程
も
あ
る
黒
ま
だ
ら
の
蛾
の
幼
虫
様

の
も
の
が
、
な
ぜ
常
世
神
と
し
て
人

々
か
ら
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
か
は
、
そ
の
虫
の
顔
が
よ
く
似

て
い
る
と
い
う

蚕
が
、
実
際
に

「新
し
き
富
」
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
は
る
か
な
集
団

の
記
憶
が
、

　
お
　

都
鄙
の
人
々
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
富
を
も
た
ら
す
虫
と

い
う
と
ら
え
方
は
、

O
天
な
る
雲
雀

寄
り
来
や
雲
雀

と
み
草

と
み
草
持
ち
て

○
荒
田
に
生
ふ
る

と
み
草
の
花

手
に
摘
み
れ
て

宮
へ
参
ら
む

(
神
楽
歌
)

(
風
俗
歌
)

の
、
稲
あ
る
い
は
他
の
穀
草
を

「
富
草
」
と
呼
ぶ
と
ら
え
方
と
同
様
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
神
代
ほ
ど
に
も
遠

い
昔
、
稲
や
蚕
に
よ

っ
て

「と
み
」
が
も
た
ら
さ
れ
た

こ
と
を
伝
え
残
す
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、

「巫
蜆
等
の
神
語
」
に
催
さ

れ
て
神
と
し
て

「芋
虫
祭
り
」
を
す
る

こ
と
も
、
現
に
蚕
神
が
祭
ら
れ
蛇

の
神
が

あ
る
こ
と
に
思

い
到
れ
ば
、
さ
し
て
奇
異
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
な
る
。
虫
た
ち

は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
人
々
の
生
活

に

「
わ
ざ
は
ひ
」
や

「さ
き
は
ひ
」
を
も
た

ら
す
カ
ミ
と
し
て
、
記
紀
万
葉

の
時
代
よ
り
も
は
る
か
昔
の
世
、
さ
か
ん
に
祭
ら

れ
て
い
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

三

 

弥
生
時
代
の
祭
器
と
見
ら
れ
て
い
る
銅
鐸

に
描
か
れ
た
線
描
の
絵
の
中
に
は
、

周
知
の
よ
う
に
虫
が
た
い
へ
ん
多

い
。
そ
れ
は
、
人
や
、
鹿
や
亀
や
鶴
な
ど
と
同

等
の
扱

い
、
同
等
の
大
き
さ
を
も
ち
、
現
在
伝
わ
る
も
の
で
見
る
限
り
、
描
か
れ

　お
　

て
い
る
虫
は
あ
る
特
定

の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
章
で
と
く
に

見
て
き
た
ア
キ
ヅ

・
カ

バ
ヅ
の
他
、
ク
モ
・
カ
マ
キ
リ
、
そ
し
て
ヤ
モ
リ
か
ヰ
モ

リ
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
以
上
の
も
の
は
、
た
だ
単
純
に
袈
裟
掛
け
の
桝
の

中
に
二
な
い
し
三
つ
ず
つ
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
人
の
描
か
れ
た
物
語
性
の
あ

る
も
の

(喧
嘩
の
中
裁
、
狩
や
漁
や
米
揚
き
な
ど
の
状
景
等
)
の
中
に
、
蛙
を
呑
も

う
と
す
る
蛇
を
人
が
棒
で
追

い
払
う
と
い
っ
た
趣
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
蛇
を
除

け
ば
、
描
か
れ
て
い
る
虫
た
ち
は
、
す

べ
て
稲
や
人
を
害
す
る
虫
を
捕
食
し
、
人

に
は
危
害
を
加
え
な
い
よ
う
な
益
虫
群
で
あ
る
こ
と
が

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

体
が
や
や
丸
み
を
帯
び
尻
尾
の
長
い
形
状
で
ト
カ
ゲ
と
い
わ
れ
て
も
い
る
も
の
は
、

兵
庫
県
桜
ケ
丘
四
号
鐸
に
は

一
桝
に
同
様
の
も
の
が
二
つ
並
べ
て
は
い
っ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
も
、
私
は
ヤ
モ
リ

(屋
守
)
と
ヰ
モ
リ

(井
守
)

-

家
や
水
を
守

る
虫
た
ち
だ
と
思
う
。
漢
語
の

「守
宮
」
は

一
般
に
ヤ
モ
リ
と
訓
ま
れ
る
が
平
安

時
代
ヰ
モ
リ
と
も
訓
ま
れ
、

「ゐ
も
り
の
シ
ル
シ
」
と
い
っ
て
、
そ
れ
を

つ
ぶ
し

た
血
を
宮
女
の
腎
に
つ
け
貞
操
の
リ
ト

マ
ス
試
験
紙
の
よ
う
に
す
る
異
国
の
奇
態

な
呪
術
が
知
ら
れ
、
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
た

(奥
義
抄

・
袖
中
抄

・
無
名
抄
)
。

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
銅
鐸
が
う
ち
鳴
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、

そ
の
ど
の
絵
の
部
分
に
よ
く
響
く
か
な
ど
と
巫
者
が
聞
き
と

っ
て
、
年
々
の

「
い

は
ひ
」
の
虫
な
ど
を
占
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
章
に
挙
げ
た
古
語
拾

遺
の
例
で
は
、
崇
り
神
を
片
巫

・
肱
巫
が
占
な
っ
た
と
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

記
紀
等
の
記
述
の
中
に
は
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
呪
術

か
を
探
る
こ

と
は
結
局
で
き
な
い
。

「虫
祭
り
」
は
、
お
そ
ら
く
は
銅
鐸
文
化
と
共
に
衰
え
た

呪
術

で
、
わ
ず
か
に
ア
キ
ヅ
や
カ

バ
ヅ
な
ど
の
言
葉
に
、
そ
の
か
す
か
な
名
残
り

を
止
め
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
記
紀
歌
謡
以
降
の
、
神
楽
歌
や
催
馬
楽
そ
し
て
梁
塵
秘
抄
所
収

の
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神
歌
な
ど
、
古
代
の
神
々
の
息
づ
き
を
残
す
歌
に
み
ら
れ
る
虫
は
、

方

に
あ
る
独
特

の
共
通
性
を
も

っ
て

い
る
。

そ
の
歌
わ
れ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

○
き
り
ぎ
り
す

の

妬

さ
う
れ
た
さ

や

御
園
生

に
参
り

て

木

の
根
を
掘
り
食

む

で

お
さ
ま

さ

角
折
れ

ぬ

お
さ
ま
さ

お

さ
ま

さ

角
折

れ
ぬ

(神
楽
歌
)

も

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
力

な
き
か

へ
る

力
な
き
か

へ
る

骨

な
き

み
み
ず

骨
な
き
み
み
ず

(
催
馬
楽
)

ヘ

へ

ゐ

も

○
ゐ
よ
ゐ
よ
と

う
ば
う
よ

堅
塩
参
ら

ん
さ

て
ゐ
た
れ

は
た
ら

か

で

簾
篠
の
先

に

馬

の
尾
繕

り
合

せ
て
か
い

つ
け

て

童

べ
冠
者
ば
ら

に
繰
ら

せ
て
遊
ば

せ
ん

(
四
句
神
歌
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
舞

へ
舞

へ
か
た

つ
ぶ
り

舞

は
ぬ
も

の
な
ら
ば

馬
の
子
や
牛

の
子

に
蹴

さ
せ
て
ん

踏
み
わ
ら

せ
て
ん

ま

こ
と
に
美
し

く
舞

う
た
ら
ば

花

の
園
ま

で
遊
ば
せ

ん
(
同
)

○
を

か
し
く

舞
ふ
も
の
は

か
う
な
ぎ
小
楢
葉
車

の
筒
と

か
や

平
等
院

な
る
水
車

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

は
や

せ
ば
舞

ひ
出

つ
る
い
ぼ
う
じ
り

か
た

つ
ぶ
り

(
同
)

そ
れ
は
、
記
紀
万
葉

の
ア
キ
ヅ
や
カ

バ
ヅ

へ
の
称
讃

の
歌
と
は
異
な
り
、

い
ず

れ
も
、

い
わ
ば
人
扱

い
の
よ
う
な
歌

い
ぶ
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
椰
愉
嘲

笑
気
味
に
は
や
す
と
い
っ
た
口
調
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

右

の
う
ち
ミ
ミ
ズ
に
つ
い
て
は
、
源
為
憲

の
口
遊
に
収
め
ら
れ
る
平
安
期
広
く

　り
　

請
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
ま
じ
な

い
歌

の
中
に
、

か
ら
ば
ば

つ
か
ど

○
し
し
虫
は

こ
こ

に
は
な
鳴
き
韓
婆

が
死

に
し
塚
処

に
行

き
て
鳴
き
居
れ

と
訓
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
歌
の
趣
か
ら
し
て
こ
の
「
し
し
虫
」

と
は

「ジ
ー
ジ
ー
虫
」
、
つ
ま
り
ま
だ
む
し
暑
い
初
秋
の
宵
な
ど
に
土
間
の
あ
た

り
で
鳴
く
ケ
ラ
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

一
般
に
ミ
ミ
ズ
が
鳴
く
の
だ

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
俳
句
の
季
語

に
も
な
っ
て
近
来
ま
で
よ
く
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ジ
ー
と
持
続
す
る
鳴
き
声
が
宵
と
い
う
時
刻
も
あ

っ
て
、

不

吉

な
も

の

と
し

て

忌

ま

れ

て

い
た

ら
し

い

こ
と

が

、

こ

の
講

歌

か
ら

は

窺

え

る
。

「
力

な
き

カ

ヘ
ル

・
骨

な

き

ミ

ミ
ズ

」

と

は
、

カ

ヘ

ル
が
清

く

豊

か

な

水

を

守

る
力

を
も

っ
て

カ

バ
ヅ

と
呼

ば

れ

て

い
た

こ
と

、

ミ

ミ
ズ

が

何

か

忌

み

は

　の
　

ば
か
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
う
し
た

「さ
き
は
ひ
」
や

「わ

へ

ざ
は
ひ
」
の
力
が
、
も
う
何
も
な
い
の
だ
と
、
そ
の
呪
力
喪
失
を
か
け
合
い
で
椰

愉
し
合
う
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
か
つ
て
ア
キ
ヅ
で
あ

っ
た
ト

ウ
バ
ウ
も
、
馬
の
尾
に
つ
け
て
悪
童
共

に
繰
ら
せ
て
遊
ば
せ
よ
う

(
「遊
ぶ
」
と

　　
　

は

そ
も

そ

も
神

な

る
も

の

の
わ

ざ

で
あ

る

)

と

い
う

程

度

の
も

の
、

銅

鐸

に
、

お

そ

ら

く

は

「
い
は

ひ

」

の
虫

と

し

て
描

か

れ

て

い
た

イ

ボ

ウ

ジ

リ

(
カ

マ
キ

リ
)

も

、

唯

し

て
舞

わ

せ

る

よ
う

な
も

の
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

キ

リ
ギ

リ

ス
は
、

四
句

神

歌

の
中

に
、

○
茨
小
木

の
下

に
こ
そ

い
た
ち
が
笛
吹
き

猿
か
な
で

か

い
か
な

で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
拍
子

つ
く

さ

て
き
り
ぎ
り
す

は

鉦
鼓

の
鉦
鼓
の
よ
き
上
手

い
な
ご
麿
愛

と
あ

っ
て
、
唯
し
方
の
趣
が
あ
る
以
外
そ
の
呪
性
な
ど
は
窺
い
知
れ
な
い
が
、
神

楽
歌

の
言
う
と
こ
ろ
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
擬
え
ら
れ
る
性
格
の
者
か
、
み
園
生

(神
社
)
の
楽
人
と
し
て
参
入
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
謁
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
四
句
神
歌

の
、
舞
い
出
る
イ
ボ
ウ
ジ
リ

・
カ
タ
ツ
ブ
リ
と
は
、
実

際

の
そ
れ
ら
を
歌

っ
た
と
い
う
よ
り
、
新
猿
楽
記
に

「蟷
娘
舞
の
頸
筋
」
と
し
て

平
安
盛
時
の
猿
楽

の

一
つ
と
し
て
記
さ
れ
る
、
当
時
の
遊
芸
び
と
の
す
る
舞
の
こ

と
だ
ろ
う
。
鹿
舞

・
猿
舞
と
い
っ
た
も
の
な
ら
と
も
か
く
、
動
作
も
あ
ま
り
敏
捷

で
も
な
い
イ
ボ
ウ
ジ
リ
や
カ
タ
ツ
ブ
リ
の
舞
が
な
ぜ
な
さ
れ
た
の
か
が
問
題
で
あ

る
が
、
そ
の
舞
は
、

い
ず
れ
も
、
か
ぶ
り
物
の
先
に
ヒ
レ
様
の
細
長
い
布
を

つ
け

て
頭
を
振
り
回
し
て
そ
の
布
を
フ
ル
舞

で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
そ
の
「頸
筋
」

と
い
う
目
の
つ
け
所
や
、
年
中
行
事
絵
巻
の
中
の
田
楽
の
絵
、
韓
国
現
存
の
農
楽

の
舞
な
ど
か
ら
想
像
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
本
来
は
、
蝸
牛
の
角
や
蟷
螂
の
前
肢
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良奈

(20
)

の
独
特
な
動
き
に
何
ら
か
の
呪
力
を
感
じ
て
、
そ
の

「ま
ね
遊
び
」
が
な
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

平
安

の
京

の
巷
や
宮

々
の
祭
り
に
、
嘘
さ
れ
な
ぶ
ら
れ
て
遊
び
舞
う
ト
ウ
バ
ウ

や
イ
ボ
ウ
ジ
リ

・
カ
タ
ツ
ブ
リ
は
、

太
古
の
神
々
が
呪
力
を
失

っ
て
落
ち
ぶ
れ
た

な
れ
の
果

て
の
姿

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
虫
鳥
と
並
列
さ
れ
る
鳥

の
、
少
く
と
も
大

き
く
白

い
鳥
は
、

ヘ

ヤ

へ

O
湊

田
に

く
ぐ

ひ

や

八

つ
居
り

や

捕

う
ち
な
や

捕
う
ち
な
や

八

つ
な

が
ら

捕

う
ち
な
や

(本
)
八

つ
な
が
ら

も

の
思

は
ず
居
り

や

捕

う
ち
な
や

捕
う
ち
な
や

八

つ
な
が
ら

捕
ら
し
な

や

(未
)

(
神
楽
歌
)

ヘ

ヘ

へ

○
彼
の
行
く
は

雁
か
く
ぐ

ひ
か

雁

な
ら
ば

は
れ
や

と
う
と
う

雁
な
ら

名

の
り
ぞ
せ
ま
し

な

ほ
く
ぐ

ひ
な
り

や

と
う

と
う

(
風
俗
歌
)

ヘ

ヘ

へ

○
お
ほ
鳥

の
羽
に

や
れ
な

霜
降
れ
り

や
れ
な

誰

か
さ
言
ふ

千

鳥
ぞ
さ
言
ふ

か
や
ぐ
き
ぞ
さ
言
ふ

み
と
鷺
ぞ
さ
言

ふ

京

よ
り
来

て

さ
言

ふ

(
同
)

ヘ

へ

○
席
田
の

席
田

の

伊
津
貫
川

に

や

住
む

つ
る
の

住
む

つ
る
の

や

住
む

つ
る
の

千
歳

を
か
ね

て
ぞ

遊
び
あ

へ
る

千
歳
を
か
ね

て
ぞ

遊
び
あ

へ
る

(催
馬
楽

)

と
、
神
楽
歌
等
で
も
、
ま
だ
何
ほ
ど
か

は
は
ば
か
る
べ
き
雰
囲
気
を
も

っ
て
遠
ま

き
に
し
て
歌
わ
れ
る
の
に
比
べ
て

(中

で
も
長
寿
の

「
い
は
ひ
」
の
も
の
と
な

っ

つ
る

た
鶴
だ
け
は
確
固
た
る
地
位
を
得

て
い
る
)
、
あ
ま
り
に
早

い
落
碗

で
あ

っ
た
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
虫
を
祭
る
者

(巫
蜆
)
た
ち
の
、
外
来
呪
術
に
圧
さ
れ
て
の

落
醜
と

一
体
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
鈴
木
巣

三

『
日
本
俗
信
辞
典
動
植

物
篇
』

(
東
京

堂
)

講
座

『
日
本

の
民
俗
宗
教
』

4
巫
俗
と
俗
信
〈
木

村
博

「
前
兆
」
〉

う

ら

(
2
)
梨
塵
秘
抄

口
伝
集
巻
第
十

に
は
、

「
そ
の
日
墨
俣

の
式
部

(
偲
儒
子
)
は
、
虫
鳥

の
歌
を
よ
く
歌

ひ
て
」
と
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
歌
な

の
か
不
明
だ
が
、
何
か
古

い
意

識
を
伝
え
残
し

て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

(3
)
拙
稿

「
人
称

の
世
界
」

(奈
良
大
学
紀
要
第
三
号
)

(4
)
十
巻
本

の
方
は
、
羽
族

・
毛
群

・
牛

馬

・
龍
魚

・
亀
貝

・
虫
秀

の
六
部
立

て
で
あ

る
。
和

名
抄

の
現
存
十
巻
本
と
廿
巻
本
は
、
ど
ち
ら
が
よ
り
原
型
を
留
あ
る
か
は
、

複
雑

な
問
題
が
か
ら
み
断
定
し
に
く
い
。

(
5
)
烏
腕

津
海
璽

子

・
勘
彫
な
ど
は
、
龍
魚
類

で
な
く
亀
貝
類

で
あ
る
。
い
さ
さ
か
当

惑
さ
れ
る
。

(
6
)
カ
ギ

ル
に
関

し

て
は
、
拙
稿

「古
代

日
本
語

の
光
感
覚
」

(
万
葉
百
七
号

)
に
、

こ
れ
ま

で
の
説
な
ど
と
あ
わ
せ
て
ふ
れ

た
。

コ

(7
)
ト
ウ
バ
ウ
の
ト
ウ

の
ウ

の
音
価

は

n
に
近

い
も

の
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
、

、

、

迂

、

、
キ

ウ
ダ

チ
と
キ

ン
ダ

チ

(
君
達
)
な
ど

に
見
ら
れ

カ
ゥ
ナ
ギ
と
カ

ン
ナ
ギ

(
巫
)

る
よ
う
に
、
嬢
音
的
音
表
記
は
、

ウ
と

ン
と

で
ゆ
れ

て
い
る
。
日
葡
辞
書

に
は
、

弓
o
口
σ
び

で
出

る
。

(8
)
万
葉
集

二
番
歌

の
.「
海
原
は
か
ま
め
立
ち
立

つ
」
と
は
、
豊
漁
を

「
い
は
ふ
」
詞

で

あ

っ
た
だ
ろ
う
。
実
際

に

「
か
ま
め
」
が
見
え
た
か
否
か
と

い

っ
た
こ
と

は
関
係
が

な
い
。

(
9
)

カ

ヘ
ル

・
カ

バ
ヅ

・
ヒ
キ
等

は
、
蛙

の
種
類
分
け
に
か
か
わ
る
語
で
な
く
、

一
般

に
種
類
分

け
は
、

ア

マ
ガ

エ
ル

・
ッ
チ
ガ

エ
ル

・
ヒ
キ
ガ

エ
ル
あ

る
い
は
ア
オ
ビ
キ

・
ア
カ
ビ
キ

・
ド

ロ
ビ
キ
等
と
、
接
頭
語

で
な
さ
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
東
条
操

『
分

類
方
言
辞
典
』

(東
京
堂

)
参
照
。

(
10
)

「か

ひ
や
」

が
何
か
に

つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、
奥
義
抄
下
巻
余
問
答

(
日
本
歌
学
大
系
第
壱
巻

)
に
、

「
ゐ
な
か
に
魚

と
る
と
て
す

る
こ
と
」
と
し

て
詳

し
く
記

さ
れ

る
、
川

や
江
に

つ
く
る
屋
根
が
け
の
魚

と
り
の
仕
掛
け

の
こ
と
だ
ろ
う
。
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(
11
)
民
俗
的
な

口
承

で
は
、
か
は
つ
は
神

の
使

・
田
の
使
、
ひ
き
が
え
る
は
家

の
守
り

神
と
さ
れ
る
。
注

(
1
)

『
日
本
俗
信
辞
典
』
参
照
。

(12
)

タ
ヅ

に
つ
い
て
は
、
万
葉
集

に
は

「
田
津
」
と

い

っ
た
用
字

は
な
く
、
正
訓
表
記

歌
中

の
も

の
で
は
、

「
鶴

・
鵠
」
以
外

で
は
、

「
多
津

・
多
頭

・
多
豆
」
と
あ

る
。

「
多
く
集
ふ
」
意
を
感
じ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
13
)
江
戸
期
の

「
名
言
通
」

「
草
厘
漫
筆
」
な
ど
に
見
え
る
。

(
14
)
別
本

に

「
鼓
」

の
用
字
が
あ
る
が
、
変
態
を
不
思
議
が
る

の
で
あ

る
か
ら
、

「
這

ふ
虫
」
↓

塵

↓

「
飛
鳥
」
と
み
る

の
が
適
切
だ
ろ
う
。
な
お

「
飛
鳥
」
も

「
非

虫
」
と
す
る
本
も
あ
る
。

(
15
)
常
世
神

は
、

土
着
神

か
外
来
神

か

で
議
論
が
あ
る
よ
う
だ
が

、
か
り
に
道
教
系

の

も

の
だ
と

し
て
も
、

「
虫
祭
る
」

こ
と
が
全
く
異
質

の
習
俗
だ

っ
た
ら
、
容
易

に
人

人

を
集

団
的

フ
ィ
ー

バ
ー

に
ま
き

こ
め
な
か

っ
た
だ

ろ
う
。

(
16
)
拙
稿

「
梁
塵

秘
抄
四
句
神
歌
」

(国
語
国
文

52
巻
1
号
)

に
、
亀

を
中
心

に
若
干

検
討

を
加
え
た
。

(17
)
拙

稿

「
古
代

社
会
の
声
わ
ざ
人

た
ち

1

夢
語
り

・
調
歌

・
猿
楽
を
め
ぐ

っ
て
ー
⊥

(
18
)
ミ
ミ
ズ
は
カ

エ
ル
と
共

に
、
小
便
を
か
け

て
は

な
ら
な
い
と

い

っ
た
禁
忌

が
あ

る

由

で
あ
る
。

(日
本
俗
信
辞
典
)

(
19
)
拙
稿

「
古
代
日
本
語

の

『あ

そ
ぶ
』
」

(奈
良
大

学
紀
要

第
十
三
号
)

(
20
)
三
品
彰
英
論
文
集
三

『
神
話
と
文
化
史
」

〈
朝
鮮
民
俗

学
〉

に
、
農
楽

の

「亀

ま

ね
遊

び

・
牛
ま
ね
遊
び
」
等

の
こ
と
が

ふ
れ
ら
れ

て

い
る
。

TheImageof`Mushi'inOldJapanese

KIMURANoriko

Summary

InoldJapanesetheword`mushi'meantthegenericnameofworms,insects,

andreptiles.However,manykinds`mushi'weredividedintotwoclassesaccord-

ingtotheirinfuruenceuponthepeople'slifeinancienttimes,thatistosay,

`mushi'bringinghappinessandprosperityandbringingdisaster
.Eachofthem

wasworshipedasgods,becousetheyhadvariousexcellentoroccultpowerwhich

thepeoplefailedtopossess.

YetaftertheNaraPeriod,theyrapidlylosttheirpowerunderthepres-

sureofforeignreligions.


