
「
万
葉
植
物
文
化
誌
」
補
足
２ 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
初
版    

各
論
補
足 

■
ギ
シ
ギ
シ
の
花
は
地
味
に
あ
ら
ず
？
（
七
六
～
八
一
ペ
ー
ジ
） 

【
補
足
】「
い
ち
し
」
は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
説
（
牧
野
富
太
郎
ほ
か
）
、
エ
ゴ
ノ
キ
説
（
白
井
光
太

郎
）
、
ク
サ
イ
チ
ゴ
説
（
仙
覚
ほ
か
）
、
ギ
シ
ギ
シ
説
（
順
徳
天
皇
『
八
雲
御
抄
』）
、
ダ
イ
オ
ウ

説
（
契
沖
『
代
匠
記
精
選
本
』、
賀
茂
真
淵
）
の
各
説
が
あ
り
、
本
書
で
は
こ
の
う
ち
で
ギ
シ

ギ
シ
説
を
支
持
し
て
い
る
。
和
漢
の
本
草
学
と
の
整
合
性
を
重
視
し
て
こ
の
結
論
に

至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
牧
野
富
太
郎
ほ
か
多
く
の
識
者
が
批
判
し
て
き
た
こ
と
で
わ

か
る
よ
う
に
、「
い
ち
し
ろ
く
」
と
お
よ
そ
そ
ぐ
わ
な
い
地
味
な
ギ
シ
ギ
シ
の
花
が

本
説
の
最
大
の
弱
点
と
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
平
安
時
代
の
歌
集
に
眼
を
投
じ
れ
ば
、

『
新
選
和
歌
六
帖
』
に
「
し
る
べ
せ
よ
い
ち
し
の
花
の
名
に
し
負
は
ば
ま
た
う
へ
も

な
き
道
の
行
く
へ
を
」
と
あ
り
、
確
か
に
「
い
ち
し
」
の
花
は
平
安
の
歌
壇
に
お
い

て
「
名
に
し
負
ふ
」
に
値
す
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な
く
、
古
典

文
学
で
明
確
に
呈
示
さ
れ
た
植
物
観
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な

い
。
一
方
、「
立
つ
民
も
衣
手
白
し
道
の
辺
の
い
ち
し
の
花
の
色
に
ま
が
へ
て
」（
夫

木
抄
、
光
明
峰
寺
入
道
道
家
）
で
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、「
い
ち
し
」
が
白
い
花
を
つ
け
る

こ
と
は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
説
の
弱
点
で
あ
っ
た
が
、
稀
な
が
ら
野
生
品
の
存
在
が
知
ら
れ

る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
白
花
品
種
を
詠
っ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
、
こ
れ
も
科
学
的
根
拠
か

ら
一
理
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

以
上
、
今
日
で
は
「
い
ち
し
＝
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
説
」
は
半
ば
定
説
と
さ
れ
る
ほ
ど
一

般
に
も
広
く
浸
透
し
て
い
る
が
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
は
死
人
花

し
に
び
と
ば
な

な
ど
の
方
言
名
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
的
植
物
文
化
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と

も
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
い
ち
し
」
と
い
う

植
物
の
基
原
考
証
の
過
程
で
議
論
の
俎
上
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
ギ
シ
ギ
シ
説
の
唯
一
の
弱
点
と
い
う
べ
き
花
の
地
味
さ
に

対
し
て
、
古
今
の
花
に
対
す
る
審
美
眼
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
説
に
対
す
る
反
駁
の
機
会
を
期
し
て
本
書
の
上
梓
後
も
考

証
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
が
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
と
な
っ

た
。
本
書
補
足
「
わ
ら
び
」
の
条
で
、
筆
者
は
万
葉
時
代
の
み
な
ら
ず
平
安
・
鎌
倉

時
代
に
あ
っ
て
も
「
わ
ら
び
」
は
イ
ノ
モ
ト
ソ
ウ
科
ワ
ラ
ビ
で
は
な
く
ゼ
ン
マ
イ
科

ゼ
ン
マ
イ
お
よ
び
そ
の
近
縁
種
の
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
い
く
つ
か
の
和
歌
の
情

景
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。「
い
ち
し
」
は
顕
花
植
物
で
あ
り
、
シ
ダ
植
物
で
あ

る
「
わ
ら
び
」
と
は
植
物
学
的
に
類
縁
性
は
全
く
な
い
が
、
そ
れ
は
近
代
科
学
の
洗

礼
を
受
け
た
現
代
人
の
先
入
観
に
基
づ
く
認
識
に
す
ぎ
ず
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る

ま
で
の
日
本
人
は
全
く
無
垢
の
心
情
か
ら
思
い
も
よ
ら
ぬ
感
性
で
も
っ
て
花
を
認

識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

吉
野
山 

散
り
し
く
花
の 

下
蕨

し
た
わ
ら
び 

桜
に
か
へ
て 

折
る
も
も
の
う
し 

（
壬
二
集
、
藤
原
家
隆
） 
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こ
の
歌
は
、
補
足
「
わ
ら
び
」
で
も
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
国
文
学
の
解
釈
で

は
散
り
つ
つ
あ
る
サ
ク
ラ
の
花
に
代
え
て
た
だ
山
菜
の
「
わ
ら
び
」
を
折
る
云
々
と

な
っ
て
、
い
か
に
も
釈
然
と
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
無
理
か
ら

ぬ
こ
と
で
あ
り
、
蕨
を
ワ
ラ
ビ
と
す
れ
ば
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

補
足
「
わ
ら
び
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
万
葉
時
代
か
ら
江
戸
以
前
ま
で
の
「
わ
ら
び
」

は
今
日
い
う
ゼ
ン
マ
イ
を
指
す
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ラ
ビ
を
含
め
て
ほ
か
の
シ

ダ
植
物
に
な
い
ゼ
ン
マ
イ
特
有
の
形
質
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
歌
の
解
釈
は
劇
的
に

変
わ
っ
て
く
る
。『
大
和
本
草
』（
貝
原
益
軒
）
に
「
ゼ
ン
マ
ヒ
ニ
花
ア
リ
」、『
本
草
綱

目
啓
蒙
』（
小
野
蘭
山
）
に
「（
ゼ
ン
マ
イ
は
）
花
穗
ヲ
出
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸

時
代
を
代
表
す
る
本
草
学
の
泰
斗
も
ゼ
ン
マ
イ
は
花
を
つ
け
る
と
明
確
に
認
識
し

て
い
た
。
ゼ
ン
マ
イ
は
、
栄
養
葉
と
称
す
る
通
常
の
枝
葉
に
相
当
す
る
も
の
の
ほ
か

に
、
熟
す
る
と
赤
褐
色
に
色
づ
く
胞
子
葉
を
出
す
（
下
段
の
写
真
上
）
。
花
を
つ
け
な
い

は
ず
の
ゼ
ン
マ
イ
に
お
い
て
、
益
軒
・
蘭
山
を
し
て
花
と
錯
覚
せ
し
め
た
の
は
こ
の

胞
子
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
安
の
歌
人
も
同
様
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

前
述
の
歌
は
、
散
り
つ
つ
あ
る
サ
ク
ラ
の
花
に
代
え
て
ゼ
ン
マ
イ
（
の
花
）
を
折
る

云
々
と
な
り
、
サ
ク
ラ
の
季
節
が
終
わ
っ
て
も
後
に
ゼ
ン
マ
イ
の
花
が
控
え
て
い
る

と
い
う
よ
う
に
、
四
季
折
々
の
花
を
切
れ
目
な
く
楽
し
む
わ
が
国
の
伝
統
的
植
物
文

化
に
則
し
た
奥
行
き
の
あ
る
解
釈
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き

こ
と
は
ゼ
ン
マ
イ
の
花
す
な
わ
ち
胞
子
葉
が
サ
ク
ラ
の
花
に
対
比
す
べ
き
存
在
と

認
識
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
ギ
シ
ギ
シ
の
果
穂
（
花
で
は
な
い
！
）
は
ゼ
ン
マ
イ

の
胞
子
葉
に
よ
く
似
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
熟
し
た
と
き
は
い
ず
れ
も
赤
褐
色
に
色

づ
く
か
ら
、
そ
の
感
は
い
っ
そ
う
強
く
な
る
（
下
段
の
写
真
下
）
。
す
な
わ
ち
、
ギ
シ
ギ

シ
の
未
熟
果
穂
（
お
そ
ら
く
こ
れ
を
白
い
花
と
し
た
と
思
わ
れ
る
）
お
よ
び
成
熟
果
穂
も
、
ゼ

ン
マ
イ
と
同
様
に
、
花
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
上
中
古
代
の
歌
人
に

と
っ
て
は
決
し
て
地
味
な
存
在
で
は
な
く
、「
い
ち
じ
ろ
く
」、「
名
に
し
負
ふ
」
と

し
て
歌
に
詠
む
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、「
い
ち
し
」
の
花
は
平
安
時
代
お
そ
ら
く
万
葉
時
代
に
お

い
て
も
決
し
て
地
味
な
存
在
と
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

「
い
ち
し
＝
ギ
シ
ギ
シ
」
説
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
え
る
弱
点
は
克
服
さ
れ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
い
ち
し
」
の
花
お
よ
び
そ
れ
に
似
た
「
わ
ら
び
」

の
花
は
室
町
時
代
以
降
の
文
学
で
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
人
々
の

花
に
対
す
る
審
美
眼
・
価
値
観
の
変
質
と
と
も
に
「
い
ち
し
」
や
「
わ
ら
び
」
は
文

学
の
表
舞
台
か
ら
消
え
去
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
の
植
物
文
化
は
時
代
と
と

も
に
変
遷
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
現
代
人
の
植
物
観
だ
け
に
軸
足
を
お

い
て
古
典
文
学
の
植
物
考
証
を
行
う
こ
と
が
い
か
に
危
険
で
あ
る
か
を
示
唆
し
、
か

か
る
研
究
に
お
い
て
は
客
観
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
植
物
観

を
抽
出
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
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