
催
馬
楽
「
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枕
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ま
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た
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五

催
馬
楽
「
山
城
」
と
歌
枕
「
こ
ま
の
わ
た
り
」

山
﨑
　
薫

一
、
は
じ
め
に

　

催
馬
楽
は
、
平
安
期
の
貴
族
た
ち
に
愛
唱
さ
れ
た
宮
廷
歌
謡
で
あ
る
。
既
に
小
野
恭
靖（

１
）の

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
催
馬
楽
の
詞
章
の
こ
と
ば

は
、
盛
ん
に
和
歌
に
取
り
込
ま
れ
、
音
楽
と
し
て
の
催
馬
楽
が
衰
退
し
て
い
く
中
で
も
、
歌
こ
と
ば
や
歌
枕
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
て
い
く
。

特
に
、
次
に
掲
げ
る
催
馬
楽
「
山
城
」
は
、
平
安
期
以
降
の
数
多
く
の
和
歌
に
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
、『
源

氏
物
語
』「
紅
葉
賀
」
巻
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

山
城
の　

こ
ま
の
わ
た
り
の　

瓜
つ
く
り　

な
よ
や　

ら
い
し
な
や　

さ
い
し
な
や　

瓜
つ
く
り　

瓜
つ
く
り　

は
れ

瓜
つ
く
り　

我
を
欲
し
と
言
ふ　

い
か
に
せ
む　

な
よ
や　

ら
い
し
な
や　

さ
い
し
な
や　

い
か
に
せ
む　

い
か
に
せ
む　

は
れ

い
か
に
せ
む　

な
り
や
し
な
ま
し　

瓜
た
つ
ま
で
に
や　

ら
い
し
な
や　

さ
い
し
な
や　

瓜
た
つ
ま　

瓜
た
つ
ま
で
に

 

（
催
馬
楽
「
山
城
」）

　

こ
う
し
た
文
学
作
品
に
お
け
る
催
馬
楽
「
山
城
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
も
拙
稿（
２
）で
論
じ
て
き
た
。「
山
城
」
に
限
ら
ず
、

催
馬
楽
の
詞
章
の
こ
と
ば
は
、
他
に
用
例
を
見
な
い
も
の
も
多
く
、
解
釈
が
定
ま
り
難
い
。
催
馬
楽
の
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
た
和
歌
や
物
語
の

表
現
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
催
馬
楽
の
成
立
期
に
お
け
る
こ
と
ば
の
意
味
は
解
明
し
え
な
い
と
し
て
も
、
平
安
期
以
降
、
催
馬
楽
の
詞
章
が
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
受
容
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
一
段
目
の
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
ば
の
「
わ
た
り
」
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六

は
、
催
馬
楽
の
注
釈
に
お
い
て
は
、「
辺
」
の
意
で
解
釈
す
る
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
和
歌
の
中
で
は
、「
渡
」
の
意
で
用
い
ら
れ
、

「
狛
の
渡
」
と
い
う
、
木
津
川
の
渡
し
場
を
指
す
山
城
の
歌
枕
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
か
ら
は
、「
山
城
」

の
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
た
和
歌
を
中
心
に
検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
枕
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
歌
枕
と
し
て
の
「
こ
ま
の
わ
た
り
」

　

ま
ず
、
催
馬
楽
の
注
釈
に
お
け
る
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
の
解
釈
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。「
こ
ま
」
と
い
う
地
名
に
関
し
て
、
催
馬
楽

の
古
注
釈
で
あ
る
、
賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七

－

一
七
六
九
）
の
『
催
馬
楽
考（
３
）』、
橘
守
部
（
一
七
八
一

－

一
八
四
九
）
の
『
催
馬
楽
譜
入
文（
４
）』

は
、
い
ず
れ
も
、
平
安
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
古
辞
書
、『
和
名
類
聚
抄
』
の
記
述
を
引
き
、「
こ
ま
」
は
山
城
国
相
楽
郡
の
大お
お

狛こ
ま

と
呼
ば
れ
た
地

域
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
説
は
、
近
代
以
降
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
大
狛
と
い
う
地
名
は
、
奈
良
期
の
「
相
楽
郡
司
解（
５
）」

に
も
「
大
狛
郷
」
と
し
て
見
え
、
現
在
の
木
津
川
市
山
城
町
上
狛
か
ら
、
同
町
北
河
原
に
か
け
て
の
、
木
津
川
右
岸
の
地
域
だ
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
井
上
満
郎（
６
）が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
南
山
城
の
地
は
高
句
麗
（
高こ

麗ま

）
系
の
渡
来
人
の
居
住
地
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、

そ
れ
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
わ
た
り
」
に
つ
い
て
も
、
諸
注
釈
に
お
け
る
解
釈
は
概
ね
一
致
し
て
お
り
、「
辺
」、
す
な
わ
ち
、「
周
辺
」
の
意
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
今
井
似
閑
（
一
六
五
七

－

一
七
二
三
）
は
、『
万
葉
集
』
解
釈
の
た
め
の
編
注
書
で
あ
る
『
万
葉
緯（
７
）
』
の
催
馬
楽
「
山
城
」
の
注
釈

に
お
い
て
、「
こ
ま
や
ま
に　

な
く
ほ
と
と
ぎ
す　

い
づ
み
が
は　

わ
た
り
を
と
ほ
み　

こ
こ
に
か
よ
は
ず
」（『
万
葉
集
』
巻
第
六　

雑
歌   

一
〇
五
八　

讃
二
久
邇
新
京
一
歌　

反
歌
二
首
）
を
引
き
な
が
ら
、「
山
城
」
の
詞
章
の
「
わ
た
り
」
の
部
分
に
「
渡
」
と
い
う
漢
字
を
傍
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
催
馬
楽
譜
入
文
』
は
、
江
間
氏
親
（
生
没
年
不
詳
、
元
禄
期
）
に
よ
る
『
南
遊
行
囊
抄
』
の
「
狛
村
ハ
、
自
レ
路
左
ノ
方
、

行
程
十
余
町
ニ
在
。
或
ハ
狛
ノ
大
里
村
ト
モ
云
。
此
邊
狛
ノ
郷
也
。
木
津
ノ
渡
ニ
近
シ
。
名
所
也
。
昔
熟
瓜
ノ
名
物
ヲ
出
シ
タ
ル
名
所
ナ
リ
云

云
…
…
」
と
い
う
記
事
を
引
用
し
、
さ
ら
に
『
南
遊
行
囊
抄
』
か
ら
の
孫
引
き
で
『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
を
掲
げ
た
上
で
、「
か
ゝ
れ
ば

古
歌
に
狛
の
渡
と
よ
め
る
も
、
此
木
津
川
の
舟
渡
し
の
事
也
。
今
此
に
わ
た
り
と
云
は
あ
た
り
の
轉
語
也
。
混
ず
べ
か
ら
ず
。」
と
注
記
し
て
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七

い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
の
「
わ
た
り
」
に
つ
い
て
は
、「
渡
」、
す
な
わ
ち
、「
渡
し
場
」
の
意
で

解
釈
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
主
張
が
読
み
取
れ
る
。

　

そ
こ
で
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
次
に
、
管
見
の
限
り
の
用
例
（
全
十
二
例
）
を
、
歌

集
の
成
立
時
代
順（
８
）に
掲
げ
る
。

①　
　
　

夏

　
　
　
　

大
監
物
な
る
時
、
御
こ
き
ま
し
に
内
侍
所
に
ま
い
り
た
り
し
に
、
い
と
お
か
し
け
な
る
こ
う
り
を
、
つ
ゝ
み
て
い
た
し
た
り
し
か
は

　
　

山
城
の
駒
の
わ
た
り
を
見
て
し
哉　

う
り
つ
く
り
け
ん
人
の
か
き
ね
を

 

（『
兼
盛
集
』
Ⅰ　

六
）

②　
　
　

 

三
位
国
章
、
ち
ひ
さ
き
う
り
を
扇
に
お
き
て
、
藤
原
か
ね
の
り
に
も
た
せ
て
、
大
納
言
朝
光
が
兵
衛
佐
に
侍
り
け
る
時
、
つ
か
は
し

た
り
け
れ
ば

　
　

お
と
に
き
く
こ
ま
の
渡
の
う
り
つ
く
り
と
な
り
か
く
な
り
な
る
心
か
な

　
　
　
　

返
し

　
　

さ
だ
め
な
く
な
る
な
る
う
り
の
つ
ら
見
て
も
た
ち
や
よ
り
こ
む
こ
ま
の
す
き
も
の

 

（『
拾
遺
集
』
巻
第
九　

雑
下　

五
五
七
・
五
五
八
）

③　
　
　

一
番　

左　

右

　
　

あ
け
て
だ
に
あ
ふ
は
か
り
な
き
く
れ
な
ゐ
は
立
田
の
山
の
も
み
ぢ
な
り
け
り

　
　

し
き
し
ま
や
駒
の
わ
た
り
も
お
し
こ
め
て
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
も
み
ぢ
し
に
け
り

 

（『
或
所
紅
葉
歌
合
』
一
・
二
）

④　
　
　

 

山
城
守
な
り
け
る
人
の
め
を
、
あ
る
人
忍
ひ
て
も
の
申
す
と
き
こ
へ
け
る
を
、
程
も
な
く
か
れ

く
に
な
り
ぬ
と
聞
て
つ
か
は
し
け
る

　
　

石
川
や
は
な
た
の
を
ひ
の
な
か
た
え
は　

駒
の
わ
た
り
の
人
に
か
た
ら
ん

 

（『
散
木
奇
歌
集
』
Ⅰ　

一
二
九
〇
）
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八

⑤　
　
　

あ
る
女
の
も
と
に
い
き
た
る
に
、
う
り
の
か
た
か
き
た
る
あ
ふ
き
か
み
を
え
さ
せ
た
り
し
か
は

　
　

う
り
つ
く
る
駒
の
わ
た
り
に
尋
き
て　

君
か
か
た
に
も
な
る
心
か
な

 

（『
基
俊
集
』
Ⅰ　

一
七
七
）

⑥　

山
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
の
う
り
よ
り
も　

つ
ら
き
人
こ
そ
た
ゝ
ま
ほ
し
け
れ

 

（『
清
輔
朝
臣
集
』
Ⅰ　

二
七
七　

寄
瓜
恋
）

⑦　
　
　

保
延
三
年
、
侍
従
中
納
言
も
と
へ
、
な
と
う
り
は
た
は
ぬ
そ
と
申
た
り
し
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
納
言

　
　

と
き
の
よ
（
ま
イ
本
）に
君
か
ふ
く
ほ
う
み
ゆ
る
か
な　

た
ゝ
い
ま
ひ
と
の
こ
れ
を
た
ひ
た
る

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

ふ
く
ほ
う
の
け
ふ
よ
り
み
ゆ
る
み
に
し
あ
れ
は　

う
り
ま
ろ
ひ
し
て
よ
ろ
こ
ひ
そ
す
る

　
　
　
　

又
中
納
言
の
も
と
へ
、
二
三
日
あ
り
て

　
　

昨
日
け
ふ
う
り
も
み
え
ね
は
ひ
と
し
れ
す　

こ
ま
の
わ
た
り
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ

　
　
　
　

か
へ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
納
言

　
　

か
き
り
な
く
君
か
と
ふ
へ
き
た
め
し
に
は　

山
し
ろ
や
ま
と
ゝ
も
に
ま
い
ら
す

　
　
　
　

又
二
三
日
は
か
り
あ
り
て
、
う
り
や
か
み
お
こ
す
と
あ
り
し
か
、
み
え
さ
り
し
か
は
か
く
申
ゝ

　
　

魚
の
網
龍
の
蹄
の
み
え
ぬ
か
な　

み
つ
に
か
く
れ
て
そ
ら
に
の
ほ
る
か

　
　
　
　

か
へ
し

　
　

魚
の
網
龍
の
蹄
を
献
せ
る
を　

白
波
の
た
め
か
す
め
ら
れ
つ
も

 

（『
源
大
府
卿
集
』
Ⅰ　

四
一
〜
四
六
）

⑧　

う
ら
や
ま
し
こ
ま
の
わ
た
り
に
つ
く
る
う
り
の
ふ
し
な
ら（
ら
）ふ
を
は
よ
そ
に
の
み
ゝ
る

 
（
伝
西
行
筆
出
雲
切
『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
六
）
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九

⑨　
　
　

瓜

　
　
　
　

 

欲
識
東
陵
味　

青
門
五
色
菰　
　

秦
東
陵
侯
邵
平
、
く
に
や
ぶ
れ
て
、
布
衣
そ
へ
ぐ
し
て
司
を
の
が
れ
て
後
、
長
安
城
の
東
門
の
ほ

と
り
に
菰
を
つ
く
れ
り
、
う
り
五
色
あ
り
、
味
ひ
殊
に
勝
れ
た
り
、
東
は
青
也
、
又
遼
東
盧
江

煌
の
た
ね
熟
し
て
お
ほ
き
な
る
事

如
斛
、
青
う
り
如
三
斗
、
又
蜀
郡
つ
ね
に
あ
た
た
か
な
る
が
故
に
冬
う
り
あ
り
、
又
君
が
た
め
に
は
四
に
け
づ
り
、
諸
侯
の
た
め
に

は
な
か
よ
り
す
と
云
へ
り

　
　

門
田
に
は
い
つ
つ
の
色
と
見
し
か
ど
も
心
の
た
ね
は
ふ
た
つ
な
か
り
き

　
　
　
　

 

竜
蹄
遠
珠
履　
　

菰
に
あ
ま
た
の
名
あ
り
、
女
臂
菰
、
羊
角
菰
、
竜
蹄
菰
と
云
へ
り
、
菰
田
に
履
を
と
ら
ず
と
云
へ
り
、
く
つ
を
お

と
し
て
と
ら
ん
と
す
れ
ば
、
菰
を
と
ら
ん
と
す
る
に
に
た
り

　
　

旅
人
の
く
つ
の
通
ひ
路
こ
こ
ろ
せ
よ
こ
ま
の
わ
た
り
に
露
お
ち
ぬ
と
も

 

（『
百
詠
和
歌
』
五
五
・
五
六
）

⑩　

泉
川
こ
ま
の
わ
た
り
の
と
ま
り
に
も
ま
だ
見
ぬ
人
の
恋
し
き
や
な
ぞ

 

（『
夫
木
和
歌
抄
』
一
〇
八
九
八　

い
づ
み
が
は　

題
し
ら
ず　

よ
み
人
知
ら
ず
）

⑪　

や
ま
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
の
紅
葉
葉
を
か
ら
に
し
き
と
や
人
は
み
る
ら
ん

 

（『
夫
木
和
歌
抄
』
一
二
二
一
九　

渡　

藤
原
為
真
）

⑫　
　
　

渡
時
雨

　
　

笠
置
山
さ
し
も
く
も
ら
て
い
つ
ら
（
マ
マ
）川　

こ
ま
の
渡
は
ふ
る
時
雨
か
な

 

（『
草
根
集
』
五
﹇
正
徹
Ⅳ
﹈
四
二
七
二
）

　

こ
の
う
ち
、
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
前
期
頃
に
か
け
て
詠
ま
れ
て
い
る
①
〜
⑨
に
お
い
て
は
、「
わ
た
り
」
が
「
辺
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
の
か
、「
渡
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
歌
意
か
ら
は
判
然
と
し
な
い（
９
）。
た
だ
し
、『
和
泉
式
部
集
』
に
、
次
の
よ
う
な
和
歌
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

夕
く
れ
に
、
ち
ゐ
さ
き
う
り
を
斎
院
よ
り
給
は
せ
た
る
に
、
か
き
つ
け
て
ま
い
ら
す
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一
〇

　
　

夕
き
り
は
た
つ
を
み
ま
し
や
う
り
ふ
山　

こ
ま
ほ
し
か
り
し
わ
た
り
な
ら
て
は

 

（『
和
泉
式
部
集
』
Ⅰ　

五
八
〇
）

　

こ
の
和
泉
式
部
（
生
没
年
不
詳
、
平
安
中
期
）
の
歌
に
も
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
見
え
、「
う
り
ふ
山
」
の

「
う
り
」
の
縁
語
と
し
て
、「
こ
ま
ほ
し
」
に
は
「
来
ま
（
ほ
し
）」
と
地
名
の
「
狛
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、「
行
き
た
か
っ
た

（
狛
の
）
あ
た
り
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
瓜
生
山
に
夕
霧
が
立
つ
の
を
見
た
い
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
こ
の
歌
に
お
け

る
「
わ
た
り
」
は
、「
周
辺
」
の
意
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
歌
学
書
に
目
を
向
け
る
と
、
藤
原
清
輔
（
？

－

一
一
七
七
）

の
『
和
歌
初
学
抄）
10
（

』、
上
覚
（
一
一
四
七

－

一
二
二
六
）
の
『
和
歌
色
葉）
11
（

』、
順
徳
天
皇
（
一
一
九
七

－

一
二
四
二
）
の
『
八
雲
御
抄）
12
（

』
の
「
瓜

生
山
」
に
対
す
る
注
記
も
注
目
さ
れ
る
。『
和
歌
初
学
抄
』
は
「
コ
マ
ノ
ワ
タ
リ
ニ
ア
リ　

ウ
リ
ニ
ソ
フ
」、『
和
歌
色
葉
』
は
「
こ
ま
の
わ
た

り
に
あ
り
」、『
八
雲
御
抄
』
は
「
こ
ま
の
わ
た
り
也
。
清
輔
抄
。」
と
し
て
、
や
は
り
、「
瓜
生
山
」
が
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
に
あ
る
と
捉
え
て

お
り）
13
（

、「
わ
た
り
」
は
「
周
辺
」
の
意
味
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
⑩
⑫
の
歌
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
「
わ
た
り
」
が
「
渡
」
の
意
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
⑩
の
歌
に

お
い
て
、「
わ
た
り
」
は
、「
泉
川
」「
と
ま
り
（
泊
）」
と
の
縁
語
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
⑫
の
正
徹
（
一
三
八
一

－

一
四
五
九
）
の
歌
に
つ

い
て
も
、「
渡
時
雨
」
の
歌
題
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
は
、
い
ず
れ
も
「
渡
し
場
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑪
に
つ
い
て
は
、
歌
意
か
ら
「
わ
た
り
」
が
「
渡
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
注
目
さ
れ
る

の
は
、『
夫
木
和
歌
抄
』
に
お
け
る
分
類
で
あ
る
。
藤
原
長
清
（
生
没
年
不
詳
、
鎌
倉
末
期
）
撰
の
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
は
、「
こ
ま
の
渡
、
山

城
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
⑪
は
こ
こ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
項
目
に
は
、
④
の
歌
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
夫
木
和

歌
抄
』
の
分
類
に
お
い
て
、「
渡
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
渡
し
場
の
歌
枕
を
指
し
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
、『
夫
木
和
歌

抄
』
の
編
纂
に
お
い
て
、
④
と
⑪
の
歌
の
「
わ
た
り
」
は
、「
渡
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）
14
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
を
渡
し
場
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
、『
夫
木
和
歌
抄
』
と
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
歌
枕
名

寄
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
②
の
藤
原
朝
光
（
九
五
一

－

九
九
五
）
の
歌
が
、
山
城
国
の
「
渡
」
の
項
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な

お
、『
歌
枕
名
寄
』
以
前
に
成
立
し
た
名
所
歌
集
で
あ
る
、
能
因
（
九
八
八

－

？
）
の
『
能
因
歌
枕）

15
（

』、
藤
原
範
兼
（
一
一
〇
七

－

一
一
六
五
）
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催
馬
楽
「
山
城
」
と
歌
枕
「
こ
ま
の
わ
た
り
」

一
一

の
『
五
代
集
歌
枕）
16
（

』、
及
び
、
歌
枕
に
つ
い
て
記
す
藤
原
清
輔
の
『
奥
義
抄）
17
（

』、
前
述
の
『
和
歌
初
学
抄
』、『
和
歌
色
葉
』、『
八
雲
御
抄
』
な
ど

に
お
い
て
は
、
前
述
の
「
瓜
生
山
」
へ
の
注
記
を
除
い
て
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
い
う
歌
枕
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
和
歌
に
お
け
る
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
の
「
わ
た
り
」
は
、
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
前
期
頃
ま
で
は
、「
周
辺
」
の
意
で
捉

え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
鎌
倉
末
期
頃
か
ら
、「
渡
し
場
」
の
意
で
解
釈
さ
れ
、
山
城
国
の
歌
枕
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
解
釈
は
、
本
節
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
世
以
降
の
催
馬
楽
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
通
説
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
方
で
、『
催
馬
楽
譜
入
文
』
の
、
歌
謡
の
詞
章
と
和
歌
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
異
な
る
と
い
う
主
張
も
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と

い
う
こ
と
ば
が
催
馬
楽
由
来
の
歌
枕
で
あ
る
可
能
性
が
高
い）
18
（

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
和
歌
に
お
け
る
「
こ
ま
の
わ
た

り
」
の
詠
ま
れ
方
の
変
遷
は
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
の
解
釈
の
変
遷
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
末
期
頃
に
、「
こ

ま
の
わ
た
り
」
を
木
津
川
の
渡
し
場
と
し
て
、「
狛
の
渡
」
と
捉
え
る
解
釈
が
生
ま
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
狛
の
渡
」
と
は
、
ど
の
地
点
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
節
以
降
で
は
、「
狛
の
渡
」
の
位
置
を
検
討
し
、「
わ
た
り
」
が
「
渡
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

三
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
木
津
川

　

飯
島
一
彦）
19
（

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
催
馬
楽
の
諸
注
釈
に
お
い
て
「
狛
」
の
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
山
城
町
上
狛
か
ら
同
町
北
河
原
に
か

け
て
は
、「
東
か
ら
流
れ
て
き
た
木
津
川
が
大
き
く
北
向
に
屈
曲
す
る
北
岸
に
当
た
る
土
地
」
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
飯
島
は
、「
こ
ま

の
わ
た
り
」
が
木
津
川
の
渡
河
点
を
意
味
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

　

こ
の
示
唆
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
次
の
『
日
本
三
代
実
録）
20
（

』
の
記
事
か
ら
、
木
津
川
の
渡
し
場
が
山
城
町
上
狛
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 

山
城
国
泉
橋
寺
申
牒
曰
。
故
僧
正
行
基
。
五
畿
境
内
建
二 -

立
四
十
九
院
一
。
泉
橋
寺
是
其
一
也
。
泉
河
渡
口
。
正
當
二
寺
門
一
。
河
水
流
急
。

橋
梁
易
レ
破
。
毎
レ
遭
二
洪
水
一
。
行
路
不
レ
通
。
常
在
道
俗
合
レ
力
。
買-二
得
大
船
二
艘
小
船
一
艘
一
。
施-二
入
寺
家
一
。
以
備
二
人
馬
之
済 
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一
二

渡
一
。

 

（『
日
本
三
代
実
録
』
巻
二
十
八　

貞
観
十
八
年
〈
八
七
六
〉
三
月
三
日
）

　

泉
橋
寺
は
、
行
基
（
六
六
八

－

七
四
九
）
が
木
津
川
に
泉
大
橋
を
架
し
た
際
に
建
立
し
た
寺
で
あ
り
、
現
在
の
山
城
町
上
狛
、
木
津
川
北
岸

の
程
近
く
位
置
す
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
そ
の
寺
門
の
前
に
、
木
津
川
の
渡
し
場
が
位
置
し
た
ら
し
い
。
こ
の
「
泉
河
渡
」
と
し
て
知
ら

れ
た
木
津
川
の
渡
し
場
は
、『
南
遊
行
囊
抄
』
や
『
万
葉
緯
』
が
引
く
、
次
の
『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
　

狛
山
尓　

鳴
霍
公
鳥　

泉
河　

渡
乎
遠
見　

此
間
尓
不
通
〈
一
云
、
渡
遠
哉　

不
通
有
武
〉

　
　

こ
ま
や
ま
に　

な
く
ほ
と
と
ぎ
す　

い
づ
み
が
は　

わ
た
り
を
と
ほ
み　

こ
こ
に
か
よ
は
ず

　
　
〈
一
云
、
わ
た
り
と
ほ
み
か　

か
よ
は
ず
あ
る
ら
む
〉

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
六　

雑
歌　

一
〇
五
八　

讃
二
久
邇
新
京
一
歌　

反
歌
二
首
）

　

こ
の
歌
の
「
こ
ま
や
ま
」
に
つ
い
て
、
井
上
満
郎）
21
（

は
、「
恭
邇
新
京
を
讃
む
る
歌
」
へ
の
反
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
木
津
川

右
岸
、
古
北
陸
道
の
川
を
渡
っ
て
す
ぐ
の
地
、
現
在
の
上
狛
あ
た
り
を
い
う
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。「
わ
た
り
を
と
ほ
み
」
と

詠
ま
れ
る
の
も
、『
日
本
三
代
実
録
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、「
泉
河
渡
」
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と

も
、『
南
遊
行
囊
抄
』
は
、『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
と
相
楽
郡
の
「
狛
」
の
地
に
あ
っ
た
木
津
川
の
渡
し
場
（「
泉
河
渡
」）
と
を
関
連
づ
け

た
か
ら
こ
そ
、「
狛
村
」
に
つ
い
て
「
木
津
ノ
渡
ニ
近
シ
」
と
説
明
し
、
歌
の
引
用
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
万
葉
緯
』
は
、
催
馬

楽
「
山
城
」
の
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
も
ま
た
、
こ
の
「
泉
河
渡
」
で
あ
る
と
捉
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
狛
の
渡
」
と
い
う
歌
枕
の
形
成
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
を
介
し
た
、「
泉
河
渡
」＝「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
す
る

解
釈
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。『
夫
木
和
歌
抄
』
や
『
歌
枕
名
寄
』
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
鎌
倉
末
期
は
、
先
行
研
究）
22
（

に
お
い

て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
仙
覚
に
よ
る
『
万
葉
集
』
研
究
が
受
容
さ
れ
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
。
特
に
『
歌
枕
名
寄
』
に
つ
い
て
は
、
歌
枕
の

項
目
の
形
成
に
万
葉
歌
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り）
23
（

、『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
は
、
山
城
国
の
「
泉
河
」「
狛
山
」
の

項
目
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
万
葉
歌
の
地
名
が
歌
枕
と
し
て
整
理
さ
れ
る
中
で
、『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
の
表

現
と
類
似
し
た
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
も
、
相
楽
郡
の
「
狛
」
に
存
在
し
た
木
津
川
の
渡
し
場
を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
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催
馬
楽
「
山
城
」
と
歌
枕
「
こ
ま
の
わ
た
り
」

一
三

は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
実
際
に
、
木
津
川
の
付
近
で
、
瓜
の
栽
培
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
、「
泉
河
渡
」
と
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
を

同
一
視
す
る
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
南
山
城
に
お
け
る
瓜
の
栽
培
の
様
子
に
つ
い
て
は
記
録
が
残
っ
て

お
ら
ず
、
催
馬
楽
お
よ
び
和
歌
の
表
現
か
ら
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
例
え
ば
、
大
中
臣
能
宣
（
九
二
一

－

九
九
一
）
の
私
歌
集
『
能
宣

集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。

Ａ　
　
　

或
所
よ
り
、
か
は
ゐ
の
そ
の
ゝ
う
り
を
お
こ
す
と
て
、
か
く
か
け
り

　
　

な
か
れ
て
も
か
は
ゐ
の
そ
の
ゝ
み
つ
ほ
そ
ち　

な
み
の
み
た
て
る
う
り
と
こ
そ
み
れ

 

（『
能
宣
集
』
Ⅰ　

四
三
八
）

Ｂ　
　
　

ま
ら
う
と
め
き
た
る
人
ま
う
て
き
て
、
人
の
も
と
に
、
ち
ひ
さ
き
う
り
に
、
か
を
か
き
て
お
こ
せ
た
り

　
　

な
か
れ
て
も
う
は
ひ
の
そ
の
ゝ
み
つ
ほ
そ
ち　

ひ
と
り
は
み
す
の
う
り
と
し
ら
な
む

　
　
　
　

こ
れ
か
ゝ
へ
し
ゝ
て
と
あ
れ
は

　
　

う
み
わ
た
り
か
は
ひ
の
そ
の
に
な
る
な
れ
は　

な
み
の
み
た
て
る
う
り
に
や
あ
る
ら
ん

 

（『
能
宣
集
』
Ⅲ　

二
九
七
・
二
八
〇
）

　

こ
の
歌
は
、
Ａ
西
本
願
寺
蔵
本
（『
能
宣
集
』
Ⅰ
）
と
Ｂ
書
陵
部
蔵
本
（『
能
宣
集
』
Ⅲ
）
と
で
大
き
く
異
同
が
あ
り
、
書
陵
部
蔵
本
に
の
み

返
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
歌
意
は
難
解
で
あ
り
、
先
行
研
究）
24
（

に
お
い
て
も
解
釈
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
歌
で
あ
る
が
、
既
に
拙
稿）
25
（

で
論

じ
た
よ
う
に
、「
な
み
の
み
た
て
る
」
の
「
た
て
る
」
に
は
、「（
波
が
）
立
つ
」
の
意
と
、
瓜
の
縁
語
と
し
て
、「（
瓜
の
葛
を
）
断
つ
（
＝
収

穫
す
る
）」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
み
つ
ほ
そ
ぢ
」
は
熟
瓜
の
こ
と
を
指
し）
26
（

、
後
掲
の
『
藤
六
集
』
七
番
歌
や
『
古

今
著
聞
集
』
の
歌
の
表
現
な
ど
か
ら
も
、「
み
つ
」
に
は
「
水
」
が
掛
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
な
か
れ
て
も
」
に
は
、
水
に
流
れ
る
こ
と
と
、

熟
し
す
ぎ
て
果
汁
が
流
れ
出
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
次
に
試
訳
を
掲
げ
る
。

Ａ
試�

訳　

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
樺か
ば

井い

の
園
の
瓜
を
寄
越
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
。
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一
四

川
の
水
に
流
れ
て
も
（
熟
し
す
ぎ
て
果
汁
が
流
れ
て
も
）、
樺
井
の
園
の
熟
瓜
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
波
だ
け
が
立
っ
て
、
波
だ
け
が
収

穫
し
た
瓜
だ
と
み
て
く
だ
さ
い
よ
。

Ｂ
試�
訳　

客
人
の
よ
う
な
ひ
と
が
や
っ
て
来
て
、
人
の
も
と
に
、
小
さ
い
瓜
に
顔
を
書
い
て
寄
越
し
た
。
川
の
水
に
流
れ
て
も
（
熟
し
す
ぎ
て

果
汁
が
流
れ
て
も
）、
樺
井
の
園
の
熟
瓜
で
す
か
ら
、
せ
め
て
ひ
と
り
は
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
（
見
な
い
で
）、
瑞
々
し
い
瓜
だ
と
分

か
っ
て
ほ
し
い
こ
と
で
す
。

　
　
　
　

こ
れ
の
返
歌
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

　
　

 

海
を
渡
り
（
川
に
流
れ
）、
樺
井
の
園
に
実
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
波
だ
け
が
立
っ
て
、
波
だ
け
が
収
穫
し
た
瓜
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
は
、「
樺か
ば

井い

」
と
い
う
地
に
瓜
園
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
樺
井
」
は
、
や
は
り
山
城
国
の
地
名
で
あ
り
、
現
存

す
る
こ
の
名
を
含
ん
だ
樺か
ば

井い

月つ
き

神
社
の
伝
来
か
ら
、
か
つ
て
の
綴
喜
郡
、
現
在
の
京
都
府
田
辺
町
大
住
周
辺
に
位
置
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い

る）
27
（

。

　

一
方
で
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
樺
か
ば
い
の
わ
た
り

井
渡
」
と
呼
ば
れ
る
木
津
川
の
渡
し
場
の
存
在
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
記
事
が
、
平
安
中
期
に
編
纂
さ

れ
た
『
延
喜
式）
28
（

』
に
見
え
る
。

　
　

凡
山
城
国
ノ
泉
河
ノ
樺カ

ハ
ヰ
ノ井

渡
瀬
者
、
官
長
率
二
東
大
寺
ノ
工
等
一
、
毎
年
九
月
上
旬
ニ
造
二
假
橋
一
。

 

（『
延
喜
式
』
雑
式
）

　

既
に
先
行
研
究）
29
（

に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
の
多
く
の
地
誌
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
樺
井
渡
」
を
、
先
に
掲
げ
た
『
日
本

三
代
実
録
』
に
見
え
る
、「
狛
」
の
地
の
「
泉
河
渡
」
と
同
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
別
称
で
あ
る
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
説
の
真
偽
は
定

か
で
は
な
い
が
、「
樺
井
渡
」
が
、
相
楽
郡
に
位
置
し
た
と
し
て
も
、
綴
喜
郡
に
位
置
し
た
と
し
て
も
、
木
津
川
の
渡
し
場
で
あ
っ
た
こ
と
は

変
わ
り
な
く
、
ま
た
、『
能
宣
集
』
の
歌
の
表
現
か
ら
は
、「
樺
井
」
の
「
か
は
」
に
「
川
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
瓜
の
栽
培
が
木

津
川
近
辺
で
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
近
世
の
地
誌
に
見
ら
れ
る
、「
泉
河
渡
」
と
「
樺
井
渡
」
を
同
一
と
す
る
説
は
、
い
ず
れ
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催
馬
楽
「
山
城
」
と
歌
枕
「
こ
ま
の
わ
た
り
」

一
五

も
瓜
の
名
産
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
提
唱
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

前
節
に
掲
げ
た
⑦
も
含
め
、
瓜
が
川
や
海
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
例
は
、『
能
宣
集
』
以
外
に
も
次
の
よ
う
に
多
く
見
ら
れ
る）
30
（

。

　
　
　
　

人
の
も
と
に
い
き
た
る
に
、
ほ
そ
ち
を
く
ひ
け
る
に
、
し
と
み
を
た
て
ゝ
か
う（
く
）し
け
る
け
し
き
を
み
て

　
　

み
な
か
み
に
せ
き
な
と
ゝ
め
そ
水
ほ
そ
き　

う
か
（
マ
マ
）り
か
は
ゝ
し
も
に
そ
な
か
る
と
い
ふ
な
る

 

（『
藤
六
集
』
七
）

　
　
　
　

堀
河
院
御
時
う
り
ふ
ね
か
き
い
れ
た
り
け
る
を
み
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肥
後
君

　
　

う
り
ふ
ね
は
う
み
す
き
て
こ
そ
ま
い
り
た
れ

　
　
　
　

 

ま
い
り
た
り
と
き
こ
し
め
し
て
、
御
前
に
め
さ
れ
て
、
つ
け
よ
と
お
ほ
せ
こ
と
あ
り
け
れ
は
、
つ
か
う
ま
つ
り
け
る

　
　

な
み
に
ふ
ら
れ
て
み
な
そ
こ
に
み
ゆ

 

（『
散
木
奇
歌
集
』
Ⅰ　

一
五
六
一
ａ
・
一
五
六
一
ｂ
）

　
　

曉
行
法
印
、
人
の
も
と
へ
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
瓜
を
と
り
い
で
た
り
け
る
が
、
わ
ろ
く
な
り
て
、
水
ぐ
み
た
り
け
れ
ば
、
よ
め
る
、

　
　
　
　

山
し
ろ
の
ほ
ぞ
ち
と
人
や
思
ら
ん
水
ぐ
み
た
る
は
い
さ
ご
成
け
り

　
　

 

人
〴
〵
あ
つ
ま
り
て
、
う
り
を
く
ひ
け
る
所
に
て
、
或
人
、
萬
法
は
み
な
空
な
り
と
い
ふ
法
問
を
い
だ
し
た
り
け
る
を
き
ゝ
て
、
寂
蓮
法

師
よ
み
侍
け
る
、

　
　
　
　

な
に
も
み
な
く
う
に
な
る
べ
き
物
な
ら
ば
い
ざ
こ
の
う
り
に
か
は
も
の
こ
さ
じ

 

（『
古
今
著
聞
集
』
六
三
三
「
曉
行
法
印
并
び
に
寂
蓮
法
師
瓜
の
歌
を
詠
む
事
」
四
八
三
頁
）

　

こ
う
し
た
瓜
と
川
・
海
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
見
地）
31
（

か
ら
の
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
水
分
量
の
多
い
瓜
は
、
水
の

恵
み
の
象
徴
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
日
本
の
七
夕
伝
説
に
お
け
る
天
の
川
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
に
お

い
て
川
や
海
を
流
れ
る
瓜
が
繰
り
返
し
詠
ま
れ
る
の
は
、
確
か
に
、
網
野
善
彦）
32
（

が
述
べ
る
よ
う
に
、「
漂
流
す
る
仏
物
・
神
物
」
と
し
て
の
瓜

の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
実
際
に
、
木
津
川
の
あ
る
南
山
城
を
中
心
と
し
て
、
川
の
周
辺
で
瓜
が
栽
培
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
都
に
も
た
ら
さ
れ
る
際
に
舟
で
運
搬
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
瓜
と
川
・
海
が
結
び
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一
六

つ
い
た
歌
や
伝
説
が
残
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
を
「
こ
ま
の
渡
」
と
し
て
捉
え
る
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
は
、『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
の
表
現
も
影

響
し
、「
狛
」
の
地
に
あ
っ
た
「
泉
河
渡
」
と
「
こ
ま
の
渡
」
と
が
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
お
い
て

は
「
泉
河
渡
」
の
別
称
と
も
さ
れ
る
「
樺
井
渡
」
の
あ
っ
た
「
樺
井
」
の
地
に
も
瓜
園
が
存
在
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
木
津
川

付
近
で
は
瓜
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
こ
と
も
「
わ
た
り
」
が
「
渡
」
と
し
て
木
津
川
に
結
び
付
け
ら
れ
る
要
因
と
な
っ

た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

四
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
「
駒
の
渡
」

　

続
い
て
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
実
際
の
演
奏
が
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
の
「
わ
た
り
」
を
「
渡
」
と
す
る
解
釈
に
繋
が
っ
た
可
能
性
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
「
山
城
」
に
限
ら
ず
、
催
馬
楽
の
演
奏
記
録
は
非
常
に
乏
し
く
、
演
奏
の
実
態
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
近
年
、

飯
島
一
彦）
33
（

が
、
藤
原
宗
忠
（
一
〇
六
二

－

一
一
四
一
）
の
『
中
右
記）
34
（

』
に
見
ら
れ
る
、
次
の
「
山
城
」
の
演
奏
記
事
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て

い
る
。

　
　

 

徹
明
之
後
事
了
、
舞
人
馳
御
馬
、
欲
下
坂
間
陪
従
等
申
上
云
、
使
取
拍
子
可
歌
山
城
者
、
予
暫
辞
退
、
重
申
上
云
、
知
催
馬
楽
使
依
為
神

事
、
多
取
笏
〔
拍
〕
子
、
近
者
則
備
中
守
政
長
（
源
）
臣
取
拍
子
、
予
憖
取
拍
子
歌
山
城
、
…
…
…　

 

（『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
〈
一
〇
九
六
〉
三
月
二
十
三
日　

石
清
水
臨
時
祭
）

　

こ
の
記
事
に
は
、
宗
忠
が
、
石
清
水
臨
時
祭
の
下
山
の
際
、
求
め
ら
れ
て
催
馬
楽
「
山
城
」
を
歌
唱
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
飯
島

は
、
石
清
水
八
幡
宮
が
、
摂
津
国
と
山
城
国
と
の
境
界
に
位
置
す
る
こ
と
に
注
目
し
、「
石
清
水
八
幡
宮
の
社
頭
を
出
て
坂
を
下
り
、
境
界
領

域
か
ら
日
常
の
領
域
（
す
な
わ
ち
山
城
国
）
へ
越
え
て
い
く
と
き
に
、
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
山
城
と
い
う
土
地
の
名
前
を
歌
い
上
げ
る
こ
と
が
必

要
だ
っ
た
」
と
、
こ
の
場
で
催
馬
楽
「
山
城
」
が
歌
わ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
結
論
付
け
る
。
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
石
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催
馬
楽
「
山
城
」
と
歌
枕
「
こ
ま
の
わ
た
り
」

一
七

清
水
八
幡
宮
が
相
楽
郡
の
「
狛
」
の
地
と
離
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
歌
詞
の
内
容
は
遠
く
離
れ
た
「
狛
の
わ
た
り
」
を
示
し
て
い
て
も

「
山
城
」
と
い
う
地
名
を
歌
う
こ
と
で
充
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
、「
山
城
」
と
い
う
こ
と
ば
以
外
の
詞
章
は
、
こ
の
演
奏
に
か
か
わ
ら
な
い

と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、『
中
右
記
』
の
記
事
に
「
舞
人
馳
御
馬
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
演
奏
の
際
、
舞
人
た
ち
が
馬
を
走
ら
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
看
過
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
拙
稿）
35
（

で
論
じ
た
よ
う
に
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
に
お
け
る
「
こ
ま
」
は
、
平
安
中
期
に
お
け
る
和

歌
や
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、「
駒
」
と
の
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
が
定
着
す
る
中
で
、「
こ
ま
の
わ

た
り
」
が
「
駒
の
わ
た
り
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
時
、「
わ
た
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
「
渡
」
と
い
う
こ
と
ば
が
重
ね
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
次
に
掲
げ
る
四
条
宮
主
殿
（
生
没
年
不
詳
、
平
安
中
期
）
の
私
歌
集
『
主
殿
集
』
の
歌
の
「
こ
ま
わ
た
り
こ
し
」
の
よ
う

に
、「
駒
の
渡
」、
す
な
わ
ち
、「
馬
が
（
あ
る
境
界
を
）
渡
る
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。

　
　
　
　

と
な
り
な
る
む
ま
の
允
の
い
へ
に
あ
る
お
と
こ
の
し
の
ひ
て
か
よ
ふ
を
、
し
り
か
ほ
に
い
は
む
と
を
も
ひ
て
い
ひ
よ
り
し

　
　

ゆ
め

く
よ

く
こ
ま
わ
た
り
こ
し
あ
ふ
さ
か
の　

せ
き
の
し
み
つ
に
か
け
み
す
な
き
み

　
　
　
　

返
し

　
　

そ
こ
か
け
や
き
み
は
み
て
け
ん
あ
ふ
さ
か
の　

せ
き
の
し
水〃

み
つ
の
き
よ
き
わ
か
み
を

 

（『
主
殿
集
』
一
八
・
一
九
）

　

ま
た
、『
中
右
記
』
の
演
奏
記
録
に
か
な
り
先
行
す
る
が
、催
馬
楽
「
山
城
」
の
演
奏
が
行
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、他
に
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）

の
内
裏
歌
合
が
あ
る
。『
群
書
類
従）
36
（

』
所
収
の
仮
名
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
、「
安
名
尊
」、「
桜
人
」、「
葦
垣
」、「
山
城
」
と
い
う
四
曲
の
催

馬
楽
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

 

右
近
少
将
き
よ
と
を
。
た
か
み
つ
。
き
ん
ま
さ
は
歌
う
た
ふ
。
か
ち
か
た
そ
う
て
う
を
ふ
き
て
。
あ
な
た
う
と
う
た
ふ
。
つ
き
に
右

さ
く
ら
人
う
た
ふ
。
左
う
た
へ
は
右
は
や
み
ぬ
。
か
た
み
に
そ
あ
そ
ふ
。
左
あ
し
か
き
う
た
ふ
。
右
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
う

た
ふ
心
あ
る
へ
し
。
…
…

 

（『
天
徳
内
裏
歌
合
』）
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一
八

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
山
城
」
の
み
、「
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
い
う
形
で
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
う
た
ふ
心
あ
る

べ
し
」
と
い
う
表
現
か
ら
、「
山
城
」
の
全
て
を
歌
わ
ず
、
詞
章
の
う
ち
、
冒
頭
の
部
分
だ
け
を
歌
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
「
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
特
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
中
右
記
』
に
見
ら
れ
る
、
石
清
水
臨
時
祭
の
際
の
催
馬
楽
「
山
城
」
の
演
奏
も
、「
山
城
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
で
は
な
く
、「
や
ま
し
ろ

の
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
い
う
詞
章
が
、「
山
城
の
駒
の
渡
」
と
し
て
掛
詞
的
に
捉
え
ら
れ
、
摂
津
国
か
ら
「
山
城
」
国
へ
と
「
駒
」
が
「
渡
る
」

様
子
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

石
清
水
臨
時
祭
に
お
け
る
催
馬
楽
「
山
城
」
の
演
奏
は
、
飯
島
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
の
時
代
に
お
い
て
も
恒
例
と
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
、
平
信
範
（
一
一
一
二

－

一
一
八
七
）
の
『
兵
範
記）
37
（

』
な
ど
に
も
記
録
が
見
ら
れ
る
。
鎌
倉
末
期
頃
か
ら
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
の

「
わ
た
り
」
が
、「
辺
」
で
は
な
く
「
渡
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、「
こ
ま
」
を
「
駒
」
の
掛
詞
と
し
て
捉

え
る
表
現
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
石
清
水
臨
時
祭
で
の
「
山
城
」
の
歌
わ
れ
方
も
か
か
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

五
、
結
び

　

本
稿
で
は
、
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
の
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
狛
の
渡
」
と
い
う
山
城
国
の
歌
枕

に
な
っ
て
い
く
点
に
注
目
し
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
た
。
近
世
以
降
の
催
馬
楽
の
注
釈
に
お
い
て
は
、「
わ
た
り
」
は
「
周
辺
」
を
意
味

す
る
「
辺
」
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
ま
た
、
和
歌
に
お
い
て
も
、
平
安
中
期
頃
か
ら
鎌
倉
初
期
頃
ま
で
は
「
辺
」
と
解
釈
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
末
期
以
降
の
和
歌
に
お
い
て
は
、「
わ
た
り
」
は
「
渡
」
と
し
て
明
確
に
捉
え
ら
れ
、
木
津
川
の

「
渡
し
場
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
た
要
因
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、
山
城
国
の
相
楽
郡
の
「
狛
」
の
地
（
現
在
の
木
津
川
市
山
城
町
上
狛
）
に
、「
泉
河
渡
」
と
し
て
知
ら
れ
る
木
津
川
の
渡
し
場
が

存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
受
容
の
過
程
の
中
で
、「
こ
ま
山
」
と
「
い
づ
み
が
は
」
の
「
わ
た
り
」
を
詠
ん
だ
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一
九

『
万
葉
集
』
一
〇
五
八
番
歌
の
表
現
が
こ
の
地
の
歌
枕
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
き
、
類
似
し
た
地
名
で
あ
る
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
も
、
こ
の
木

津
川
の
渡
し
場
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
南
山
城
に
お
い
て
は
、
木
津
川
付
近
で
瓜
の
栽
培
が
盛
ん
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
こ
の
こ
と
も
、
瓜
の
名
産
地
で
あ
る
「
こ
ま
の
わ
た
り
」
と
木
津
川
が
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
結
果

に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
催
馬
楽
「
山
城
」
が
、
中
世
に
お
い
て
岩
清
水
臨
時
祭
の
下
山
の
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
平
安
中
期
以
降
、

和
歌
や
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
山
城
」
の
詞
章
の
「
こ
ま
」
が
、「
駒
」
の
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
こ
ま
の
わ
た

り
」
は
「
駒
の
渡
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
馬
が
社
頭
か
ら
坂
を
駆
け
下
り
る
様
子
、
す
な
わ
ち
、
摂
津
国
か
ら
「
山
城
」
国
へ
と
「
駒
」
が

「
渡
る
」
様
子
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
歌
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。「
山
城
」
の
演
奏
の
場
で
、「
わ
た
り
」
と
い
う
詞
章
が
掛
詞
的
に
捉

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、「
こ
ま
の
わ
た
り
」
を
「
狛
の
渡
」
と
す
る
解
釈
の
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
催
馬
楽
の
詞
章
は
、
催
馬
楽
が
徐
々
に
演
奏
さ
れ
な
く
な
る
中
で
も
、
和
歌
や
物
語
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
和
歌
や
物
語
の
表
現
を
解
明
す
る
た
め
に
、
中
世
以
降
、
注
釈
書
や
歌
学
書
な
ど
で
詞
章
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
く
と
見

ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宮
廷
の
文
化
・
文
学
に
影
響
を
与
え
続
け
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
以
降
の
催
馬
楽
の
詞
章
を
用
い
た
表
現
の
変
遷
、

及
び
、
詞
章
の
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
通
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
も
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ

な
い
が
、
特
に
、
和
歌
に
お
け
る
催
馬
楽
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
類
似
し
た
表
現
を
多
く
持
つ
『
万
葉
集
』
歌
の
受
容
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。「
こ
ま
の
わ
た
り
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
持
た
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
例
え
ば
、
藤
原
顕

昭
（
生
没
年
不
詳
、
平
安
末
期
）
の
『
袖
中
抄
』
は
、
他
の
中
世
の
歌
学
書
に
比
べ
て
、
催
馬
楽
な
ど
の
宮
廷
歌
謡
に
関
す
る
記
事
を
数
多
く

含
ん
で
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
先
行
研
究）
38
（

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
顕
昭
の
歌
謡
の
こ
と
ば
へ
の
興
味
は
、『
万
葉
集
』
を

代
表
と
す
る
「
古
典
」
と
の
繋
が
り
を
歌
謡
に
見
出
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、「
山
城
」
以
外
の
催
馬
楽
由
来
の

歌
こ
と
ば
・
歌
枕
の
詠
ま
れ
方
、
歌
学
書
に
お
け
る
捉
え
ら
れ
方
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

216



二
〇

※ 
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
は
、
天
治
本
『
催
馬
楽
抄
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
ｅ
国
宝
」http://www.em

useum
.jp/

）
に
拠
っ
た
。
催

馬
楽
「
石
川
」
の
詞
章
は
、
鍋
島
家
本
『
催
馬
楽
』（
鍋
島
報
效
会　

徴
古
館
蔵　

上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
の
紙
焼
き
〈
カ

ラ
ー
〉
を
参
照
）
に
拠
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
適
宜
、
拍
子
記
号
、
注
記
な
ど
を
省
き
、
通
行
の
漢
字
か
な
交
じ
り
文
に
校
訂
し
た
。

※ 

和
歌
・
歌
合
の
検
索
と
引
用
は
、「
日
本
文
学W

EB

図
書
館
」（http://www.kotenlibrary.com

/

）「
和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
内
の

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
私
家
集
歌
に
つ
い
て
は
、
同
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
内
の
『
私
家
集
大
成
』
に
拠
っ
た
。

※『
古
今
著
聞
集
』
の
本
文
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
八
四
』（
永
積
安
明　

島
田
勇
雄　

校
注　

岩
波
書
店　

一
九
六
六
）
に
拠
っ
た
。

※
漢
文
資
料
の
訓
点
・
傍
記
等
に
つ
い
て
は
、
注
で
示
し
た
引
用
元
に
従
っ
た
。
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［
注
］

（
１
） 

小
野
恭
靖
「
催
馬
楽
出
自
の
歌
こ
と
ば
」（『
韻
文
文
学
と
芸
能
の
往

還
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
七
）。

（
２
） 

拙
稿
「
平
安
期
に
お
け
る
催
馬
楽
「
山
城
」 
│
│ 「
瓜
た
つ
」
の
解

釈
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』
五
六　

二
〇
一
六
・
一
二
）、

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』「
紅
葉
賀
」
巻
の
催
馬
楽
引
用
│
│
源
典
侍
の

物
語
に
お
け
る
「
こ
ま
」
の
繋
が
り
│
│
」（『
中
古
文
学
』
一
〇
〇   

二
〇
一
七
・
一
一
）。

（
３
） 『
賀
茂
真
淵
全
集　

第
二
』（
国
学
院
編
輯
部
編　

賀
茂
百
樹　

校
訂   

吉
川
弘
文
館　

一
九
〇
三
）
に
拠
っ
た
。

（
４
） 『
橘
守
部
全
集
七
』（
橘
純
一
編　

東
京
美
術　

一
九
六
七
）
に
拠
っ

た
。

（
５
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
（http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/index-j.htm

l

）

「
奈
良
時
代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
ベ
ー
ス
」
に
拠
っ
た
。

（
６
） 

井
上
満
郎
「
古
代
南
山
城
と
渡
来
人
│
│
馬
場
南
遺
跡
文
化
の
前

提
│
│
」（『
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
論
集　

第
六
集
│
│
創
立
三
十
周
年
記

念
誌
│
│
』
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
〇
）。

（
７
） 「
国
会
国
立
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（http://dl.ndl.

go.jp/

）
よ
り
、
国
会
国
立
図
書
館
蔵
本
（862-77

）
を
参
照
し
た
。
ま

た
、
神
宮
文
庫
蔵
『
催
馬
楽
』（3-1972

）
な
ど
、
今
井
似
閑
の
書
写
奥

書
を
持
つ
催
馬
楽
譜
に
も
同
じ
注
の
書
入
れ
が
見
ら
れ
る
。

（
８
） 

歌
集
の
成
立
時
代
に
つ
い
て
は
、「
日
本
文
学W

EB

図
書
館
」（http://

www.kotenlibrary.com
/

）「
和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
内
の
『
新

編
国
歌
大
観
』『
私
家
集
大
成
』
に
従
っ
た
。

（
９
） 

②
に
つ
い
て
は
、
底
本
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
中
院
本
）
に

お
い
て
「
わ
た
り
」
に
「
渡
」
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

本
は
、
中
院
通
茂
（
一
六
三
一

－

一
七
一
〇
）
に
よ
る
藤
原
定
家

（
一
一
六
二

－

一
二
四
一
）
自
筆
本
の
臨
写
本
で
あ
り
、
定
家
の
「
わ
た

り
」
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
検
討
を
要
す

る
。

（
10
） 『
日
本
歌
学
大
系　

第
二
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
五
六
）
に
拠
っ
た
。

（
11
） 『
日
本
歌
学
大
系　

第
三
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
五
六
）
に
拠
っ
た
。
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（
12
） 『
日
本
歌
学
大
系　

第
三
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
五
六
）
に
拠
っ
た
。

（
13
） 
た
だ
し
、「
瓜
生
山
」
は
、
次
の
藤
原
元
真
（
生
没
年
不
詳
、
平
安
中

期
）
の
歌
に
あ
る
よ
う
に
、
志
賀
の
山
越
え
の
際
の
通
過
地
点
で
あ
る
、

比
叡
山
の
南
山
麓
（
現
在
の
京
都
市
左
京
区
北
白
川
）
に
位
置
す
る
と

さ
れ
、
相
楽
郡
の
「
こ
ま
」
と
は
大
き
く
離
れ
て
い
る
。

 

　
　
　
　

 

し
か
の
山
こ
え
に
み
ち
の
か
け
に
、
し
か

 

　
　

 

う
り
ふ
や
ま
も
み
ち
の
な
か
に
鳴
鹿
の　

声
は
ふ
か
く
も
き
こ
え

く
る
か
な

 

（『
元
真
集
』﹇
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
集
「
も
と
さ
ね
」﹈
一
六
六
）

 

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
事
典
』（「
日
本
文
学

W
EB

図
書
館
」「
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
内
）
の
久
保
田
淳
に
よ
る
「
瓜

生
山
」
の
項
で
は
、「
こ
れ
は
瓜
を
取
り
合
わ
せ
て
詠
む
作
例
か
ら
、
催

馬
楽
「
山
城
」
に
関
連
づ
け
、
山
城
国
相
楽
郡
狛
の
地
と
考
え
た
の
で

あ
ろ
う
」
と
、
催
馬
楽
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
） 

⑩
も
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌

は
、「
い
づ
み
が
は
、
泉
、
山
城
又
近
江
」
の
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
夫
木
和
歌
抄
』
に
は
、
若
干
の
異
同
が
あ
る
形
で
①
も
収
め
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
「
瓜
」
の
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 『
日
本
歌
学
大
系　

第
一
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
五
七
）
に
拠
っ
た
。

（
16
） 『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
一
』（
風
間
書
房　

一
九
五
九
）
に
拠
っ
た
。

（
17
） 

注
（
15
）
の
前
掲
書
に
拠
っ
た
。

（
18
） 「
こ
ま
の
わ
た
り
」
を
詠
ん
だ
早
い
例
で
あ
る
①
の
平
兼
盛
（
？

－

九
九
一
）
の
歌
と
②
の
藤
原
国
章
（
？

－

九
八
五
）
の
歌
は
、「
山
城
」

の
詞
章
に
あ
る
「
う
り
つ
く
り
」
と
い
う
こ
と
ば
も
詠
み
込
ん
で
お
り
、

明
ら
か
に
催
馬
楽
「
山
城
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ま
た
、
④
の
源
俊
頼

（
一
〇
五
五

－
一
一
二
九
）
の
歌
も
、
次
に
掲
げ
る
催
馬
楽
「
石
川
」
の

詞
章
の
引
用
が
見
ら
れ
、
二
種
の
催
馬
楽
を
取
り
合
わ
せ
る
と
い
う
趣

向
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
催
馬
楽
「
山
城
」
の
詞
章
が

意
識
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

 

　
　

 

石
川
の　

高こ

麗ま

人う
ど

に　

帯
を
取
ら
れ
て　

か
ら
き
く
い
す
る　

い

か
な
る　

い
か
な
る　

帯
ぞ　

縹は
な
だ

の
帯
の　

な
か
は
た
い
れ
な
る

か　

か
や
る
か　

あ
や
る
か　

な
か
は
た
い
れ
た
る
か

 

（
催
馬
楽
「
石
川
」）

（
19
） 

飯
島
一
彦
「
越
境
の
歌
謡
│
│
催
馬
楽
「
山
城
」
を
手
掛
か
り
に
│
│
」

（『
日
本
歌
謡
研
究
』
五
六　

二
〇
一
六・一
二
）。

（
20
） 『
国
史
大
系　

第
四
巻
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
六
）
に
拠
っ
た
。

（
21
） 

注
（
６
）
の
前
掲
論
文
。

（
22
） 

小
川
靖
彦
『
万
葉
学
史
の
研
究
』（
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
七
）
な
ど
。

（
23
） 

樋
口
百
合
子
『『
歌
枕
名
寄
』
伝
本
の
研
究　

研
究
編　

資
料
編
』（
和

泉
書
院　

二
〇
一
三
）。

（
24
） 『
私
家
集
注
釈
叢
刊
七　

能
宣
集
注
釈
』（
増
田
繁
夫　

校
注
・
訳    

貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
五
）
に
お
い
て
は
、
Ａ
の
歌
を
「
流
れ
て
は

い
て
も
、
樺
井
の
園
の
水
の
流
れ
は
、
波
ば
か
り
の
立
っ
て
い
る
、
こ

の
並
ん
だ
瓜
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

（
25
）　

拙
稿
「
平
安
期
に
お
け
る
催
馬
楽
「
山
城
」 

│
│ 「
瓜
た
つ
」
の
解

釈
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』
五
六　

二
〇
一
六
・
一
二
）。

（
26
） 『
和
名
類
聚
抄
』（『
古
写
本
和
名
類
聚
抄
集
成　

第
二
部
』
馬
渕
和
夫 

編
著　

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
八
）
に
、「
保
曾
知
俗
用
熟
瓜
二
字
或
説
極

熟
蔕
落
之
義
也
」
と
あ
る
。

（
27
） 『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
平
凡
社
「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

」 
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）
の
「
樺
井
月
神
社
」
の
項
。

（
28
） 『
校
訂　

延
喜
式　

下
巻
』（
皇
典
講
究
所   

全
国
神
職
会   

校
訂   

大

岡
山
書
店　

一
九
三
一
）
に
拠
っ
た
。

（
29
） 
注
（
27
）
の
前
掲
書
の
「
木
津
川
」
の
項
。

（
30
） 

⑦
の
歌
に
お
い
て
、
瓜
が
「
魚
の
網
」「
龍
の
蹄
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
の
は
、
⑨
の
歌
と
同
様
、
次
に
掲
げ
る
唐
代
の
李
嶠
の
詩
や
、『
廣
志
』

な
ど
の
漢
籍
に
見
え
る
瓜
の
名
前
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
（『
百
詠
和
歌
注
』〈
杤
尾
武
編　

汲
古
書
店　

一
九
七
九
〉
に
拠
る
）。

 

　
　

 

欲
レ
識
東-

陵
味　

青-
門
五-

色
瓜　

龍-

蹄
遠
珠-

履　

女
臂
動
二

金-

花
一
六-

子
方
呈
レ
瑞　

三
仙
實
可
レ
嘉　

終
期
レ
奉
絺
紘   

謁
レ

帝

非
レ
賒 

（『
李
嶠
百
詠
』　

瓜
）

 

　
　

 

瓜
之
所
レ
出
以
二
遼
東
廬
江
敦
煌
之
種
一
為
レ
美
有
二
烏
瓜
魚
瓜
狸
頭

瓜
蜜
筩
瓜
女
臂
瓜
龍
蹄
瓜
羊
核
瓜
一
…
… 

（『
廣
志
』）

 

　

ま
た
、『
藤
六
集
』
七
番
歌
や
『
古
今
著
聞
集
』
の
歌
に
お
い
て
は
、

「
か
は
」
に
は
「
川
」
と
「（
瓜
の
）
皮
」
と
が
掛
け
ら
れ
、
瓜
の
縁
語

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
無
論
、
こ
う
し
た
漢
籍
の
影
響
や
、
修

辞
上
の
結
び
つ
き
も
、
和
歌
に
お
い
て
瓜
が
川
や
海
と
と
も
に
詠
ま
れ

る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
） 『
い
ま
は
昔
む
か
し
は
今　

第
一
巻　

瓜
と
龍
蛇
』（
網
野
善
彦　

大

西
廣　

佐
竹
昭
広
編　

福
音
館
書
店　

一
九
八
九
）。

（
32
） 

網
野
善
彦
「
漂
流
物
」（
注
（
31
）
の
前
掲
書
）。

（
33
） 

注
（
19
）
の
前
掲
論
文
。

（
34
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
「
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

に
拠
っ
た
。

（
35
） 

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』「
紅
葉
賀
」
巻
の
催
馬
楽
引
用
│
│
源
典
侍
の

物
語
に
お
け
る
「
こ
ま
」
の
繋
が
り
│
│
」（『
中
古
文
学
』
一
〇
〇   

二
〇
一
七
・
一
一
）。

（
36
） 『
群
書
類
従　

第
十
二
輯　

和
歌
部
』（
続
群
書
類
従
完
成
会   

一
九
六
〇
）。

（
37
） 

保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
三
月
二
十
三
日
の
石
清
水
臨
時
祭
の
記
事

に
、「
次
使
下
、
陪
従
歌
山
城
、
秉
松
明
降
山
路
」
と
あ
る
（『
増
補
史

料
大
成
十
九　

兵
範
記
二
』〈
臨
川
書
店　

一
九
六
五
〉
に
拠
る
）。

（
38
） 

小
野
恭
靖
「
和
歌
と
催
馬
楽
」（
注
（
１
）
の
前
掲
書
）、
田
林
千
尋

「
平
安
期
歌
謡
研
究
に
お
け
る
顕
昭
著
『
袖
中
抄
』
の
位
置
付
け
」（『
京

都
大
学
國
文
學
論
叢
』
二
七　

二
〇
一
二
・
三
）。
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The Saibara Song Yamashiro and the 
Poetic Location Koma no watari

YAMASAKI Kaoru

Saibara 催馬楽 are a genre of sung court lyric popular during the Heian 
period. Among these, considering the large number of waka poems that make 
reference to its lyrics, the saibara song Yamashiro 山城 seems to have been 
particularly well-liked. One phrase deriving from these lyrics is the “poetic 
location” （utamakura 歌枕, lit. “poem-pillow”） Koma no watari. The usual 
interpretation of watari in this phrase sees it as referring to the “area around” 
（watari） the place known as Koma 狛 （in southern Yamashiro province, modern 
Kizugawa 木津川 City, Kyoto Prefecture）. However, in waka poems after 
the late Kamakura and early Muromachi periods, Koma no watari is instead 
interpreted as referring to a crossing （watari） of the Kizu River. The purpose of 
this paper is to clarify how the latter interpretation of Koma no watari that we 
find in such waka poems came into being.

The paper points out two contributing factors. The first is the prior 
existence at the location Koma of a famous crossing of the Kizu River called 
Izumigawa no watari 泉河渡 . The word watari as it appears in poem 1058 
of the Man’yōshū 万葉集 is interpreted as referring to this crossing. The late 
Kamakura and early Muromachi periods were an era when research into the 
Man’yōshū was particularly active. I argue that under the influence of the watari 
referenced in Man’yōshū 1058, Koma no watari and Izumigawa no watari came 
to be regarded as one and the same.

The second factor is the use of the saibara song Yamashiro in the Special 
Festival of Iwashimizu Hachimangū 石清水八幡宮 Shrine, as the song sung 
when dancers would run their horses from Settsu 摂津 （modern Osaka） to 
Yamashiro （modern Kyoto）. The place Koma was in fact frequently used as a 
“pivot-word” （kakekotoba 掛詞） to reference koma, a homophonous word 

for horse. Given this, I conclude that in the context of the Special Festival at 
Iwashimizu, koma no watari was taken to refer to the horse crossing （wataru） 
the border between Settsu and Yamashiro, which in turn influenced the 
interpretation of koma no watari as the place where one would cross （wataru） 
the Kizu River.


