
蘭

と

藤

袴
漢
語
と
和
名
の
対
応

吉

野

政

治

は
じ
め
に

「
蘭
」

は
例
え
ば
次

の
よ
う

に
説
明
さ
れ

て
い
る
。

蘭

は
現
在

で
は
も

っ
ぱ
ら

ラ
ン
科

の
植
物
を

い
い
、
中
国

で
も

「
四

君
子
」

(梅

・
菊

・
蘭

・
竹
)

の
ひ
と

つ
に
数
え
ら
れ
尊
重

さ
れ

て

き
た
が
、
古
く

は
蘭
草

・
蘭
花

は
む
し

ろ
キ
ク
科

の
フ
ジ

バ
カ

マ
の

類
を
指
し

て
い
う

こ
と
が
多
く
、
ま
た

ラ

ン
、

フ
ジ

バ
カ

マ
を
含
め
、

広
く
香

り
の
よ
い
草
を

「
蘭
」
と
呼

ん
で
い
る
ら
し

い
。
し

た
が

っ

て
、

万
葉
集
巻
五

「
梅
花
歌
序
」

(
漢
文

)

に

「梅

は
鏡
前

の
粉
を

披
き
、
蘭

は
珮
後

の
香
を
薫
ら
す
」
と
あ

る
の
も
、
梅
と
対

に
な

っ

て
い
る
か
ら
と

い

っ
て
ラ

ン
と

は
断
定
し

が
た
く
、
旦
ハ体
的

に
い
か

な
る
植
物
を
指
し

て
い
る
か
特
定
す

る
こ
と
は
む
ず
か

し
い
。
し
か

し
王
朝
和
歌

で
は
も

っ
ぱ
ら

フ
ジ

バ
カ

マ
を

い

っ
た
ら
し
く
、
詞
書

に

「
蘭
」
と
記
さ
れ

て
い
て
も
歌
中

に
は

「
ふ
ち
ば
か
ま
」
と
詠
ま

れ

て
い
る
の
が
ふ

つ
う

で
あ

る
。

(以
下
略
)

か

つ
て
の

「
蘭
」
が
具
体
的

に
何
を
指
し

て
い
た
か
を
知

る
に
は
右

の

説
明

で
十
分
だ
ど
思
わ
れ

る
が
、
本
稿

で
は
王
朝
和
歌

で

「
蘭
」
が
も

っ

ぱ
ら

フ
ヂ
バ
カ

マ
を
指
す
よ
う

に
な

っ
た
経
緯
と
、
王
朝
和
歌
以
外

の
世

界

で
は
ど
う

で
あ

っ
た
か
と

い
う

こ
と
を
中
心

に
考

え
た

い
。

1

フ
ヂ
バ
カ
マ
は
歌
語
か

『
源
氏
物
語
』

(藤
袴

の
巻
)

に

蘭

の
花

の
、

い
と
お
も
し

ろ
き
を
、
持
給

へ
り
け

る
を
、
御
簾

の
前

よ
り
さ
し
入
れ

て
、
「
こ
れ
も
、
御
覧
ず

べ
き

は
あ

り
け

り
」
と

て
、

一



蘭
と
藤
袴

と
み
に
も
許

さ
で
持
給

へ
れ
ば
、

う

つ
た

へ
に
、
思

ひ
も

よ
ら
で
取

り
給

ふ
御
袖
を
、

ひ
き
動

か
し
た
り
。

同

じ
野

の
露

に
や

つ
る
る
藤

袴

あ
は
れ

は
か
け

よ
か

ご
と
ば

か

り
も

「道

の
は
て
な
る
」

と
か
や
。

と
あ

り
、
地

の
文

で
は

「蘭
」

の
語

が
用
い
ら
れ
、
和
歌

で
は

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は

フ
ヂ
バ
カ

マ
が

「歌
語
」

と
し
て
強

く
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と

さ
れ

る
。

「歌
語
」

を
和

歌

に
の
み
用
い
る
語

と
定
義
す
れ
ば
、
前
引

の
文
章

に
も
あ

る
よ
う
に
、

詞
書

に
は

「蘭
」

が
用
い
ら
れ
、
和
歌

で
は

フ
ヂ
バ
カ

マ
が
用
い
ら
れ

て

い
る
次

の
よ
う
な
例
も

そ
の
よ
う

に
考

え
る
こ
と
を
支
持
す

る
よ
う
に
見

え
る
。

摂
政
左
大
臣

の
家

に
て
、
蘭
を

よ
め
る

佐
保
河

の
み
ぎ

は
に
咲

け
る
藤
袴
浪

の
よ
り
て
や
か

け
む
と
す
ら

ん

(金
葉
集

・
二
二
九
、
源
忠
季
)

蘭
を

よ
め
る

か
り
に
来

る
人
も

き
よ
と
や
藤
袴
秋

の
野
ご
と

に
鹿

の
た

つ
ら
ん

(金
葉
集

・
二
三
〇
、
右
兵
衛
督
伊
通
)

蘭
を

よ
め
る

二

ふ
ち
ば
か

ま
ぬ
し
は
た
れ
と
も
し

ら
露

の
こ
ぼ

れ
て
匂

ふ
野

べ
の
秋

風

(新
古
今
集

・
三
三
九
、
公
猷
法
師
)

前
栽

の
中

に
ら
ん
の
か
を

り
い
で
た
る
に
ほ
り
か

は
に
き

こ
ゆ
る

た
れ

か
ぬ
し
日
も
夕
暮

れ
の
藤
袴

と
聞

こ
え
し

か
ば

(康
資
王
母
集

・
八
〇
)

し

か
し
、
『
源
氏
物
語
』

に
は
も
う

二
例

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
用
例
が
見

え
、

そ
れ

は
地

の
文

に
用

い
ら
れ

て
い
る
。

秋

の
野

に
主

な
き
藤
袴
も
、
も
と

の
香

り
は
隠
れ

て
、

な

つ
か
し

き
追
風

こ
と

に
を

り
な
し

な
か

ら
む
ま

さ
り
け
る
。

…
…
老

い
を

忘

る
る
菊
、
お
と

ろ

へ
ゆ
く
藤
袴
、
物
げ
な
き
わ
れ
も
か
う
な
ど

は
…

(匂
宮

の
巻
)

ま

た
次

の
よ
う
に
和
歌
集

の
詞
書

で
も

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
語
を
用

い
て
い

る
例
も
あ

る
。

ふ
ち
ば

か
ま
を

よ
み
て
人

に

つ
か

は
し
け

る

や
ど

り
せ
し
人

の
か

た
み
か
藤
袴

わ
す
ら
れ
が

た
き
香

に
に
ほ
ひ

つ

つ

(古
今
集

・
二
四
〇

貫
之
)

ふ
ち
ば

か
ま
を

よ
め

る

ぬ
し
知
ら

ぬ
香

こ
そ
に
ほ

へ
れ
秋

の
野

に
た
が

ぬ
ぎ
か
け
し
藤
袴
ぞ



も

(
古
今

集

・
二
四

一

素
性
)

注

目
さ
れ
る

の
は
和
歌
中

に
用
い
ら
れ
た

フ
ヂ
バ
カ

マ
は
袴

と
い
う
語

や
藤

と
い
う
語
を

一
首

の
意
味

に
響
か
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
例

ば
か
り

で
あ
る

こ
と

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

フ
ヂ
バ
カ

マ
と
い
う
植
物

名
を

「
歌
語
」
と
し

て
意

識
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
。

そ

こ

で
、

「
歌
語
」

を
歌
文

で
は
用
い
ら
れ
る
が
、

日
常
語

で
は
用

い
な
い
語

と
定
義
す
れ
ば
、

フ
ヂ

バ
カ

マ
は

「
歌
語
」

で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
し

か
し
、
後

に
見
る
よ
う

に
こ
の
語
は
辞
書

に
も
用

い
ら
れ

て
お
り
、
そ

の

よ
う

に
考
え
る

こ
と
も
慎
重
を
要
す
る
。
語

の
性
格

に

つ
い
て
注
目
す

べ

き
は
、
む
し
ろ
和
歌

に
は
現
れ

て
こ
な

い
ラ

ニ

(蘭
)

の
方

で
あ
る
。

2

「俗
云
」
語
と
し
て
の
ラ
ニ

(蘭
)
の
成
立

承
平
年
間

(九
三

一
～
九
三
八
)

の
成
立
と
考
え
ら
れ

て
い
る

『
和
名

類
聚

抄
』
に
お

い

て
、

一
つ
の
植
物

に
和
名

と

と
も

に
字

音
語

が

「
俗

云
」
と
し

て
示
さ
れ

て
い
る
も

の
に
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

紫
苑

和
名
能
之

俗
云
之
乎
邇

(巻
二
十

・

一
丁
裏
)

萱
草

漢
語
抄
云
和
須
禮
久
佐

俗
云
如
環
藻
二
音

(巻
二
十

・
二
丁
裏
)

石
楠
草

楠
音
南
和
名
止
比
良
乃
木

俗
云
佐
久
奈
無
佐

蘭
と
藤
袴

(巻

二
十

・
二
十
九

丁
裏
)

永
山

勇

「倭
名
類
聚
抄

に
於

け
る

『和
名
』

の
識
別

に

つ
い
て
」

(
「国

語

・
国
文
」
第
十

三
巻
第

五
号
、

一
九

四
三
年

五
月
)

は

「和
名
」

と
し

て
示
さ
れ
た
語
は

「比
較
的
古

い
歴
史
を
有
す

る
和
語

」

で
あ
る
の
に
対

し

て

「
俗
云
」
と
し

て
示
さ
れ
た
語
は

「
現
代

語

・
当
世
語

・
常

用
語
」

で
あ
る
と
す
る
。
和

語

フ
ヂ
バ
カ

マ
と
字
音
語

ラ

ニ
の
関
係

も
同
様

に
捉

え
ら
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

フ
ヂ
バ
カ

マ
は
典
拠

の
あ
る

「比

較

的
古

い
歴

史
を
有

す
る
和
語
」

で
あ
り
、

ラ

ニ
は
古

語

に
対

す
る
比
較

的
新
し

い

「
現
代
語

・
当
世
語

・
常

用
語
」
と
い
う

こ
と

に
な
ろ
う
か
。

し
た
が

っ
て
、

フ
ヂ
バ
カ

マ
が
和
歌

に
も
詞
書

に
も
用

い
ら
れ
る
に
対

し

て
、

ラ

ニ
は
和
歌
に
は
用

い
ら
れ

に
く

い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次

の
よ

う

に
和
歌

の
中

に
ラ

ニ
が
用

い
ら
れ
る

の
は
、

最
初
と
最
後

の
音

と
同
じ

く
す
る

「
遊
戯
的
な
趣
向

の
歌
」

だ
か
ら
で
あ
る

(『
和
歌
植
物
表

現
辞

典
』
)
。蘭

も
枯
れ
菊
も
枯
れ

に
し
秋

の
野

の
萌
え

に
け
る
か
な
佐
保

の
山

づ

ら

(源
順
集

・
あ
め

つ
ち

の
歌
)

問
題
は

ラ

ニ
が
和
名

フ
ヂ

バ
カ

マ
の

「
俗
云
」
名
と
し

て
い
う
成
立
し

た
か
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

と

い
う

の
は
、

『和
名
類
聚
抄
』

の
説
明

に

は

(
二
行
書

の
分
注
を

〈

〉

に
括

っ
て
示
す
)
、

三



蘭
と
藤
袴

蘭

兼
名
苑
云
蘭

〈
音
闌
〉

一
名
葱

〈
音
恵

和
名
本
草
云
布
知

波
加
麻

新
撰
万
葉

集
別
用
藤
袴
二
字
〉
香
草
也
。

と
あ
り
、
例
え
ば
前

に
引
用
し
た

「
紫
苑
」
「
萱
草
」
「
石
楠
花
」
な
ど

の

よ
う

に

「
蘭

和
名
布
知
波
加
麻

俗
云
良
邇
」
と
い

っ
た
形

で
は
記
さ

れ

て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「
蘭

〈
音
闌
〉
」

と

い
う
外
国
語

と
し

て
の
発
音

の
説
明
は
あ
る
も

の
の
、
外
来

語

(す
な
わ
ち
日
本

語
)

と
し

て
の
ラ

ニ

(
蘭
)

の
説

明
は
な
さ
れ

て
い
な

い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ラ

ニ

(蘭

)
は

『
和
名
類
聚
抄
』

の
成
立

時

に
は
い
ま
だ
日
常
語
と
し

て

は
定
着

し

て
い
な
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
昌
泰
年

間

(
八

九
八
ー
九

〇

一
)

に
成
立

し
た

『
新
撰
字
鏡
』

に
も

「
蘭

〈落
干
反
〉
」

と

の
み
あ
り
、
延
喜

五
年

(九
〇

五
)
ま
た
は
延
喜
十

五
年
成
立

の

『古

今
和
歌
集
』

で
も
、

サ
ウ
ビ

(薔
薇
)
、

キ

チ

コ
ウ

(桔
梗
)
、

シ
ヲ

ニ

(
紫
苑

)、

リ
ウ
タ
ム

(龍
胆
)
、

ケ

ニ
ゴ

シ

(牽
牛
子
)

と
い
う
字
音

語

の
植
物
名

は
見
ら
れ
る
が
、

ラ
ニ

(蘭
)

は
見

え
な
い
。

し
か
し
、
先

に
見
た
よ
う
に
そ
の

『和
名
類
聚
抄
』

か
ら
約
七
十
年
後

に
成
立

し
た

『
源
氏
物

語
』

で
は
、

ラ

ニ

(蘭
)

は
確

か
に
存
在

す
る
。

そ

こ
で
考

え

て
み
た
い
の
は
、

な
ぜ

ラ

ニ

(蘭
)

の
成
立

が
他

の
字
音
語

植
物
名

よ
り
遅
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

四

3

フ
ヂ

バ

カ

マ
と

「
慧

」

注
目

し
た

い

の
は
延

喜
十
八

年

(九

一
八
)
頃
成
立

し

た
と
さ

れ
る

『本

草
和

名
』

に
は
、

蘭
草

一
云
水

香

一
名

煎
澤
草

一
名
蘭

香

一
名
都
梁
香
草

〈
己
上
三

名
出
陶

景
注

〉

一
名

蘭
澤
香
草

〈出
蘇

敬
注

〉

一
名
意

薫
和

名
布
知

波
加
末

と
あ
る
も

の
が
、
『和

名
類

聚
抄
』

で
は
、

蘭

兼
名
苑

云
蘭

〈音

闌
〉

一
名
意

〈音
恵

和
名
本
草

云
布
知

波
加
麻

新
撰

万
葉
集
別

用
藤
袴

二
字

〉
香
草
也
。

と

「意
」

の
注
文

の
中

に

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
名

が
現

れ
る

こ
と

で
あ
る
。

さ
ら
に
少

し
時
代

を
降

っ
た

『類
聚
名
義
抄
』

で
は

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
名

は

「蘭
」

(僧
上

一
六
)

に
も

「意
」

(僧
上

二
〇
)

に
も
存
在

す
る
。

こ

の
こ
と
は
少

な
く
と
も

『和
名
類
聚
抄
』

の
編
者
源

順
に
は

フ
ヂ
バ
カ

マ

は

「蘭
」

で
は
な
く
、
む

し
ろ

「慧
」

と
結

び

つ
く
も
の
と
理
解

さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す

の
で
は
な
い
か
。
従

っ
て
、
前
引

の
同
著
者

の
作

で
あ

る

「
あ
め

つ
ち

の
歌
」

の

「蘭
」

は

フ
ヂ
バ
カ

マ
で
は
あ

る
ま
い
。

ま
た
、

ラ
行
音

か
ら
始

ま
る
自
立
語

の
和
語

が
存
在

し
な
い
状
況

で
、
苦
肉

の
作

と
し
て
用
い
ら
れ
た
漢
語

そ
の
も

の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。



「
惹
」
と

「
蘭
」
は
そ

の
形
状

に

つ
い
て
も
異
な
る
と
す
る
説
が
あ
る
。

一
幹

一
花
が

「蘭
」

で
あ
り
、

一
幹
数
花
が

「恵

(葱
)
」

で
あ
る
と
す

る
説

で
あ
る
。
『
本
草
綱
目
』
「
蘭
草
」

に
言
う
。

時
珍
日
、

近
世
所

謂
蘭
花
、

非
二
古
之
蘭
草

一也
。

蘭
有

二
数
種

一、

蘭
草
澤
蘭
生
二
水
旁

一、
山
蘭

即
蘭
草
之
生

二
山
中

一者
、
蘭
花
亦
生
二

山
中

一、

与
二
三
蘭

一
迥
別
、

蘭
花
生
二
近
処

一者
、

葉
如

二
麦
門
冬

一

而
春
花
、

生
二
福
建

一者
、

葉
如
二
菅
茅

一而

秋
花
、

黄
山
谷
所
謂

一

幹

一
花
為

レ
蘭
、

一
幹
数
花
為

レ
恵
者
、

蓋
因

レ
不

レ
識
二
蘭
草
恵
草

一、

遂
以
二
蘭
花

一
強
生
二
分

別

一也
。

こ
の

コ

幹

一
花
為

レ
蘭
、

一
幹
数
花
為

レ
恵
」

と

い
う
こ
と
に
対
し

て
時
珍

は
異
論
を
唱

え
て
い
る
が
、

「蘭
」

に
数
種
あ

る
こ
と

は
認
め
ら

れ

て
お

り
、
「
蘭
草
」

に
澤
蘭
と
山
蘭

が
あ

り
、

「蘭
花
」

に
春
咲
く
も

の

と
秋
咲

く
も
の
と
が
あ

り
、

コ

幹

一
花
」

と

コ

幹
数
花
」

の
別
も
あ

る
こ
と
も
事
実

で
あ

る
。

と
す

れ
ば

『和
名
類
聚
抄
』

の
編
者
源
順

が

フ

蘭
と
藤
袴

[ふち ばか ま]3

ヂ

バ
カ

マ
を
同
定
す
る

の
に
、

コ

幹
数
花
」

と

い
う

フ
ヂ

バ
カ

マ
の
特

徴
と

一
致
す
る

「
意
」

に
注
目
し
た

の
は
自
然

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
恵
」
も
ま
た
香
草
す
な
わ
ち

「
蘭
」

の

一
名

で
あ
る
か
ら
、

フ
ヂ
バ
カ

マ
も
ま
た

「
蘭
」
と
呼
ば
れ

て
良

い
も

の
で
あ
る
。
そ
し

て
実

際

に
そ

の
よ
う

に
呼
ば
れ

る
よ
う

に
な
る
わ
け

で
あ

る
が
、

そ
の
き

っ
か

け
と
な

っ
た

の
は
、
あ

る
い
は
最
初

の
勅
撰
和
歌
集

で
フ
ヂ
バ
カ

マ
の
芳

香

に
注

目
す
る
歌
が
多

く
採
ら
れ
た

こ
と

で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
『
古

今
和
歌
集
』

に
は
フ
ヂ
バ
カ

マ
が

四
例
見
ら
れ

る
が
、
次

の
三
例
が

そ
の

香

り
に

つ
い
て
触
れ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

さ
だ

の
み
こ
の
家

の
歌
合
わ
せ

に
よ
め

る

な
に
人

か
き

て
ぬ
ぎ

か
け

し
藤
袴
く

る
秋
ご

と
に
野
辺
を

に
ほ
は
す

(古
今
集

・
秋
上

・
二
三
九

敏
行
)

ふ
ち
ば

か
ま
を

よ
み
て
人

に

つ
か
は
し
け
る

や
ど
り
せ
し
人

の
か
た
み
か
藤
袴

わ
す

ら
れ
が
た
き
香

に
に
ほ
ひ

つ

つ

(古
今
集

・
二
四
〇

貫
之
)

ふ
ち
ば

か
ま
を

よ
め
る

ぬ
し
知

ら
ぬ
香

こ
そ
に
ほ

へ
れ
秋

の
野

に
た
が
ぬ
ぎ
か
け
し
藤
袴

ぞ

も

(古
今
集

・
二
四

一

素
性

)

こ
の
よ
う
に
芳
香

を
放

つ
花

と
し

て
フ
ヂ
バ
カ

マ
が
和
歌

に
現
わ
れ
る

五



蘭
と
藤
袴

よ
う
に
な

っ
た

こ
と
が

「蘭

」
と
藤

袴
を
結
び

つ
け
る
き

っ
か
け
に
な

っ

た

の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
し

て
注

目
し
た
い

の
は
、
右

の
よ
う
に
香

り
が
着

目
さ
れ

て
い
な
が

ら
、

詞
書

に
は

「蘭
」

が
用
い
ら
れ
ず
、

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
は

ラ
ニ

(蘭
)

が

フ
ヂ
バ
カ

マ
の

「俗

云
」

語
と
し
て
成
立
す

る
前
、
す

な
わ
ち

い
ま
だ
外
来
語

と
し
て
も
日
本
語

に

成
立

し
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考

え
る
の
で
あ

る
。

4

上

代

の

「
藤

袴

」

と

「
蘭

」

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
芳
香

に
注
意
が
向

け
ら

れ
る
よ
う

に
な

る
前
、
我
が
国

で
は
こ
の
植
物

の
何
が
注
目

さ
れ

て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

上
代

の

フ
ヂ
バ
カ

マ
の
用
例

は
萬
葉
集

の
山
上
憶
良

の
歌

の
中

に
見

え

る

一
例
だ
け

で
あ

る
。

秋
野
尓

咲
有
花
乎

指
折

可
伎
数
者

七
種
花

其

一

(巻
八

・
一
五
三
七
)

芽
之
花

乎
花
葛
花

瞿
麦
之
花

姫
部
志

又
藤
袴

朝
皃
之
花

其
二

(同

・
一
五
三
八
)

こ
の
例

に

つ
い
て
松
田
修

『
花

の
文
化
史
』

(東

洋
選
書

、

昭
和
五
十

二
年
八
月
)

に
次

の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

六

こ
の
フ
ジ
バ
カ

マ
は
、
植
物

と
し

て
は
、

関
東

以
西
の
日
本

お
よ
び

朝
鮮

、
中

国
に
分
布

し

て
い
る
が
、

日
本

で
は
数

が
少

な
く
、
普
通

こ
れ
と
似

た
ヒ

ヨ
ド
リ
バ
ナ
と
サ

ワ
ヒ

ヨ
ド
リ
を
誤

っ
て
、

フ
ジ
バ

カ

マ
と
呼

ん

で
い
る
こ
と
が
多

い
。

こ
の
点

か
ら
憶
良

が
、
万
葉

の

秋

の
七
草

の

一
つ
に
数

え

て
い
る
が
、

そ
れ
は
た
だ

一
首

だ
け
で
、

歌

の

つ
な
ぎ
か
ら
こ
れ
を
数

え
た
も

の
か
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

こ

れ
ら
の
事
情
か

ら
、

こ
の

フ
ジ
バ
カ

マ
は
、
奈
良
時
代

は
薬
草
と
し

て
中
国
か

ら
日
本

へ
渡
来
し

た
も

の
か
と
推
定

さ
れ

て
い
る
も

の
で
、

『出
雲
国
風
土
記
』

の
薬
草

の
部

に
も

こ
の
名
が
あ

る
。

薬
草
と
し

て
は
、

こ
の
茎
葉
を
煎

じ
て
、
利
尿
、
通
経
、
浴
湯
料

に
す

る
…
、

『
出
雲
国

風
土
記
』
云

々
に

つ
い
て
は
そ
の
記
事
を
確
認

で
き
な

い
が
、

こ
れ
が
中
国
渡
来
種
だ
と
す

る
と

「
蘭
」
が
中
国

に
お

い
て
薬
草
と
し

て

用

い
ら
れ
、

『
和
名
本
草
』

に
も
見
え

て
い
る
よ
う

に
そ
の
用
途

で
日
本

に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え

る
の
は
不
自
然

で
は
な

い
。

と

こ
ろ
で
、

「
蘭
」

の
上
代

の
用
例

は

『萬
葉
集
』

巻
五

「
梅
花
歌
」

の
序
と

『
日
本
書
紀
』
允
恭
天
皇
二
年

の
条

に
見
え

る
の
み

で
あ
る
。
前

者
は

「
天
平
二
年
正
月
十
三

日
、
帥
老

の
宅

に
萃
ま
り

て
宴
会
を
申
ぶ
。

時

に
初
春
令
月
、
気
は
淑
く
風
和
ぐ
。
梅
は
鏡
前

の
粉
を
披
き
、
蘭
は
珮

後

の
香
を
薫
ら
す
」
と
あ
る
も

の
で
、
今
日

の
春
蘭

で
あ
ろ
う

い
う

(沢



瀉
久
孝

『
万
葉
集
注
釈
』
)
。
少
な
く
と
も
秋

に
咲
く

フ
ヂ
バ
カ

マ
で
は
な

い
。
後
者

は
、

初
め
皇
后
、
母

に
随

ひ
て
家

に
在

し
ま
す

と
き

に
、
独

り
苑

の
中

に

遊
び

た
ま
ふ
。
時

に
闘
鶏
国
造
、
傍

の
径

よ
り
行

く
。
馬

に
乗

り
て

籬

に
莅

み

て
、
皇
后

に
謂
り
て
、
嘲

り

て
曰
く
、

…

「壓
乞
、
戸

母
、

其

の
蘭

一
茎

」
と
い
ふ
。

…
皇

后
、

則
ち

一
根

の
蘭

を
採
り

て
、

馬

に
乗

れ
る
者

に
与

ふ
。

因
り

て
、

問

ひ
て
曰
は
く
、

「
何

に
用
む
と

か
蘭
を
求
む
る
や
」
と

の
た
ま
ふ
。
馬

に
乗
れ
る
者
、
対

へ
て
曰
は

く
、

「
山

に
行
か
む
と
き

に
、

襪
撥
は
む
」

と

い
ふ
。

時

に
皇
后
、

意

の
裏

に
、
馬

に
乗
れ
る
者

の
辞
を
礼
无
き
を
結
び
た
ま

ひ
て
、
即

ち
謂
り

て
曰
は
く
、

「
首
や
、

余
、
忘

れ
じ
」

と
の
た
ま
ふ
。

是

の

後

に
、
皇
后
、
登
祚

の
年

に
、
馬

に
乗

り
て
蘭
乞

ひ
し
者
を
覓
あ

て
、

昔

日
の
罪
を
数
め

て
殺
さ
む
と
す
。
爰

に
蘭
を
乞

ひ
し
者
、
額
を
地

に
搶
き

て
叩
頭

み
て
日
さ
く
、

…

と
あ

る
も

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の

「蘭
」

に
図
書
寮
本

(
ま
た
北
野

本
)

は

ア
ラ

ラ
キ

の
訓
を
付

し

て
い
る

(
=

四
二
年

の
加
点

と
さ

れ

る
)
。

「蘭
」

を

ア
ラ
ラ
キ
と
訓

む
の
は
、
『本
草
和

名
』

に
、

澤
蘭

〈陶

景
注
日
澤
旁

故
以
名
之

〉

一
名

虎
蘭

一
名
龍
来

一
名
虎

蒲

一

名

蘭
澤
香
、

一
名
水
香

〈
出
蘇
敬
注

〉
、

一
名
水
香

〈
出
兼
名
苑
〉

蘭
と
藤
袴

一
名
龍
求

一
名
蘭
香

〈
二
名
出
雑
要
訣
〉
和
名
佐
波
阿
良

々
岐

一
云

阿
加
末
久
佐

と
あ

り
、

『和
名
類
聚
抄
』

に
も

蘭
蒿

養
生
秘
要
云
蘭
薦

〈音
隔
和
名
阿
良

々
岐
〉
」

と
あ
り
、

ま
た
、
築
島
裕
編

『訓
点
語
彙
集
成
』

に
よ
る
と
、

一
=
二
四

年

(長

承
三
年
)

点

の
大
谷
大
学
蔵

『
三
教
指

帰
注
集
』
、

一
=

三
ハ
年

(延

保
二
年
)

点

の
矢
野
長
治
郎
蔵

『
法
華
経
単
字
』

に
も

「
蘭
」

に

ア

ラ
ラ
キ

の
訓

が
あ

り
、
院

政
初

期
点

の
高
山

寺
蔵

『
三
教

指
帰
』

に
も

「
蘭
慈
」

を

ア
ラ
ラ
キ
と
訓
む
例
が
あ
る
よ
し

で
あ
り
、

平
安
時
代
を
ほ

ぼ
通
じ

て
訓
点
資
料

で
は

「
蘭
」
を

ア
ラ
ラ
キ
と
訓
む

こ
と
は
行
わ
れ

て

い
た
よ
う

で
あ
る
。

そ
の
ア
ラ
ラ
キ

の
実
態

は
何
か
。
狩
谷
掖
齋

の

『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』

に
は
蘭
蒿
草

は
蒜

の
山

に
生
え

た
も

の
で
あ
り
、
今

の
野
蒜
と
呼

ぶ
も

の

で
あ

る
と
考
証
し

て
い
る
が
、

『
類
聚
名
義
抄
』

に
は

「蘭
」

の
訓

に
は

フ
チ
バ
カ

マ
、

ア
ラ
ラ
キ
と
共

に
ネ
ヒ
ル
の
訓
も
掲
げ

ら
れ
て
お

り
、
大

谷
大
学
蔵

『
三
教
指
帰
注
集
』

の

「蘭
」

に
は
ア
ラ
ラ
キ
の
訓

と

一
緒

に

ネ
ヒ
ル
の
訓

も
併

せ

て
加

え
ら
れ

て
い
る
よ
し
で
あ
る
。

ネ
ヒ

ル
が

ノ
ビ

ル
と
無

関
係

で
は
な

い
語

で
あ
る
と
す
る
と
、

ア
ラ
ラ
キ
は
野
蒜

の
古
名

で
あ
る
と
す
る
掖
齋

の
説
は
可
能
性
が
あ
る

こ
と

に
な
る
。
允
恭

紀

で
は

七



蘭
と
藤
袴

「
何

に
用
む
と
か
蘭

を
求

む
る
や
」

と

い
う
問

い
に

「
山

に
行
か
む
と
き

に
、
襪

撥
は
む
」
と
答
え

て
い
る
が
、
そ

の

「襪

」

に
は

「
此
を
ば
摩
愚

那
岐

と
云
ふ
」

と
い
う
本
文
注

が
あ
り
、
そ

の
マ
グ
ナ
キ
に

つ
い

て
岩
波

古
典
文
学
大
系
本

は

「
ヌ
カ
ガ
の
類
を

い
う
。
体
長
約

ニ
ミ
リ
。
黄
褐
色

で
、
黒

い
斑
点

が
あ

り
、
羽

は
二
枚
。
草
む

ら
に
住

み
、
人

の
目
の
ま
わ

り
を
ち

ら
ち

ら
と
飛
び
ま

わ
る
。
人
を
刺
し

て
血
を
吸

う
」
と
注
し

て
い

る
が
、

そ
う
し

た
害
虫
を
払
う

た
め

に
は
、
確
か

に
強

い
臭
気

が
あ

る
と

こ
ろ
か
ら
邪
気
を

は
ら
う
力
が
あ

る
と

さ
れ

る
ノ
ビ
ル
は
適
し

て
い
る
よ

う

に
思
う
。
藤
袴

の
芳
香

で
は
そ
の
用

は
果
た
せ
ま

い
。

こ
の

「
蘭
」
も

ま
た

フ
ヂ
バ
カ

マ
で
は
な

い
よ
う

で
あ

る
。

お
わ
り
に

中
国

の
本
草
書

に
載
せ
る
動
植

物
名

に
日
本
在
来

の
そ
れ
を
同
定
し

て

い
く
作
業

は
想
像
す
る
よ
り
難
し
い

こ
と

で
あ

っ
た
ろ
う
。
あ
る
植
物

が

漢
語

で
は
A
と
呼
ば
れ
、
同
じ
植
物

が
日
本

に
も
存

在
し
和

語

で
は
B
と

呼

ば
れ
る
と
い
う
だ
け
な
ら
、

A
に
対
応

す
る
B
を
見

つ
け
出

す
こ
と
は

容
易

で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、

A
と
い
う
語

が

一
定

の
特
徴
を
持

つ
植
物

を

総
称
す

る
も

の
で
あ
る
場
合
、

そ
の
特
徴

に
注
目

し
て

一
つ
の
ま
と
ま
り

と
し

て
認
識
す

る
こ
と

は

一
つ
の
文
化

で
あ

っ
て
、

ど
の
国

ど
の
時
代

で

八

も
普

遍
的

に
存
在
す
る
も

の
で
は
な

い
以
上
、
A

に
完
全

に

一
致
す
る
意

味
領
域

を
持

つ
日
本
語
を
見

い
だ
す

こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

こ

の
こ
と
は
さ
ら
に
次

の
よ
う
な
問

題
を
引
き
起

こ
す

こ
と
が
あ
る
。

日

本

に
存
在
す

る
B
と
い
う
植
物

が
A
の
意
味
領
域

に
含

ま
れ
る
特
徴
を
持

つ
場
合
、

A
は
B
の
異
名

で
あ

る
と
い
う
理
解

が
成
立
す

る
可
能
性

が
あ

る
が
、

そ
れ

は
そ
の
限

り
に
お
い
て
誤

り
で
は
な
い
。

し
か

し
ま

た
、

C

と

い
う
植
物
も
ま

た
A
の
意
味
領
域

に
含
ま
れ

る
特
徴
を
持

つ
場
合
、
同

様

に
A
が

C
の
異
名
と
な

る
可
能
性
も
あ

り
う

る
。

A
と

い
う
語
が
総
称

で
あ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ

て
い
る
場
合

に
は
、

B
の
異
名
と
し

て
の
A
と

C
の
異
名
と
し

て
A
と
が
併
存
し

て
い
て
も
問
題
は
な

い
が
、

A
の
本
義

が
忘
れ
ら
れ
、
特
定

の
植
物
名

で
あ
る
と
思
わ
れ

て
、
時
代
が
移

る
と
、

B
と
C

の
い
ず
れ
が
A

に
対
す
る
和
名
と
し

て
正
し

い
か
と

い
う
議
論
が

生
じ

て
く
る

こ
と

に
な
る
。
本
稿

で
は
そ

の
よ
う
な
例
と
し

て

一
つ
と
し

て

「
蘭
」
と

い
う
語
を
取
り
上
げ

て
み
た

の
で
あ
る
。

注
(1
)

『和
歌
植
物
表
現
辞
典
』

(平

田
喜
信

・
身
崎
壽
著
、
東
京
堂
出
版
、
平

成
六
年
七
月
)

「蘭
」

の
項

(
2
)
同
右

「
ふ
ち
ば

か
ま
」

の
項

(
3
)
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上

代
編
』
(
三
省
堂
)

よ
り


