
『催馬楽』「席田」攷19

玉川大学リベラルアーツ学部研究紀要
第 6号（2013年 3月）

『
催
馬
楽
』「
席
田
」
攷

―
寿
歌
の
背
景
に
み
る
和
歌
の
歌
謡
化

―

中
田
幸
司

一
、
は
じ
め
に

　
『
催
馬
楽
』
を
は
じ
め
平
安
宮
廷
に
残
っ
た
歌
謡
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の

問
題
意
識
の
立
て
方
は
各
々
の
論
者
に
委
ね
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
大
き
く
二
つ
に
大
別
が

で
き
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
に
は
発
生
・
生
成
の
問
題
、
今
ひ
と
つ
に
は
宮

廷
人
に
受
容
・
享
受
さ
れ
る
経
緯
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
問
題
は
対
象

と
な
っ
た
歌
謡
が
さ
ら
に
後
世
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
視
点
を
生

む
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。

　

し
か
し
、
一
方
歌
謡
の
発
生
を
考
え
る
こ
と
は
受
容
の
問
題
以
上
に
よ
ほ
ど
の
状
況
証

拠
な
り
、
制
作
過
程
な
り
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
、
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
を
極

め
る
。
た
と
え
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
に
は
、
歌
謡
の
痕
跡
と
認
め
ら
れ
る
歌
が

短
歌
体
に
よ
っ
て
掲
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
詞
書
や
左
注
と
相
俟
っ
て
詞
章
（
入
首
し

た
段
階
で
「
歌
語
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
も
あ
ろ
う
）
を
総
合
的
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
で

発
生
を
想
定
し
て
い
く
こ
と
が
い
さ
さ
か
可
能
と
な
っ
て
い
く）

1
（

。

　
『
催
馬
楽
』
に
お
け
る
現
存
六
一
曲
の
詞
章
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
宮
廷
内
で
演
奏
し

た
譜
の
存
在
に
よ
っ
て
分
類
す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
方
法
は
有
効
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
当
該
歌
謡
を
分
析
し
た
こ
と
に
は
な
り
が
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、『
催
馬
楽
』
に
は
詞
章
が
さ
ま
ざ
ま
に
浮
遊
し
、
表
現
そ
の
も
の
が
揺
れ
つ

つ
伝
播
す
る
形
跡
が
「
又
説
」・「
一
説
」・「
古
説
」
な
ど
と
異
伝
の
問
題
が
一
通
り
で
は

な
く
、
曲
以
上
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
避
け
て
通
れ
な
い
旧
来
の
説
に
『
催
馬
楽
』
が
民
謡
を
発
端
に
し
た
歌

謡
で
あ
る
と
と
ら
え
る
も
の
が
あ
る
。
民
謡
の
定
義
が
多
義
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
り
、
詞

章
の
萌
芽
が
民
衆
・
巷
間
に
存
在
し
た
可
能
性
は
常
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
は
あ
る

が
、
平
安
宮
廷
文
学
と
し
て
、
宮
廷
人
が
受
容
し
た
厳
然
た
る
事
実
を
考
え
る
と
、
こ
の

考
え
方
に
は
問
題
が
残
り
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
『
催
馬
楽
』
の
中
で
も
種
別
と
し
て
は
恋
歌
に
続
い
て
多
い
寿
歌
の

性
質
を
擁
し
た
「
席む
し
ろ
だ田

」
に
つ
い
て
分
析
し
、
論
じ
て
み
た
い
。

二
、「
席
田
」
の
も
つ
短
歌
体
の
問
題

　

ま
ず
は
当
該
歌
と
な
る
「
席
田
」
を
あ
げ
て
お
く）

2
（

。

席
田
の　

席
田
の　

伊い

津つ

貫ぬ
き

川が
わ

に　

や　

住
む
鶴つ
る

の

住
む
鶴
の　

や　

住
む
鶴
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
』
47
「
席
田
」）

　

右
の
詞
章
を
み
る
と
、
歌
謡
の
特
徴
で
あ
る
、
詞
章
の
反
復
が
「
席
田
の
」・「
住
む
鶴

の
」・「
千
歳
を
か
ね
て
ぞ　

遊
び
あ
へ
る
」
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
囃
子
詞
と

思
し
き
「
や
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
謡
性
を
保
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
を
除
い
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、

　
『
催
馬
楽
』「
席
田
」
は
大
嘗
会
和
歌
の
ひ
と
つ
と
し
て
存
在
し
、
詠
作
者
を
想
定
す
る
べ
き
歌
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
和
歌
の
歌
謡
化
と
い
っ
た
傾
向
が
見

出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
表
現
は
、
紀
貫
之
を
筆
頭
に
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、『
催
馬
楽
』
は
宮
廷
人
の
存
在
な
く
し
て
は
、
成
り
立
た

ず
、
必
ず
し
も
巷
間
・
民
衆
か
ら
発
生
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
催
馬
楽
、
席
田
、
大
嘗
会
和
歌
、
紀
貫
之
、
表
現

所
属
：
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
部
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
科

（36）
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席
田
の
伊い

津つ

貫ぬ
き

川が
わ

に
住
む
鶴つ
る

の
千
歳
を
か
ね
て
ぞ
遊
び
あ
へ
る

と
い
っ
た
、
概
ね
短
歌
体
に
収
束
す
る
と
認
め
て
よ
い
歌
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
は

『
催
馬
楽
』
に
お
い
て
数
曲
み
ら
れ
る
が
、
中
で
も
、
反
復
と
囃
子
詞
の
共
通
性
か
ら
い

え
ば
、
26
「
あ
な
尊
と
」・
27
「
新
し
き
年
」・
28
「
梅
が
枝
」
が
類
似
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

あ
な
尊
と　

今
日
の
尊
さ　

や　

昔
い
に
し
へも　

は
れ

昔
も　

か
く
や
あ
り
け
む　

や　

今
日
の
尊
さ

あ
は
れ　

そ
こ
よ
し
や　

今
日
の
尊
さ 

（
26
「
あ
な
尊
と
」）

あ
な
尊
と
今
日
の
尊
さ
昔
も
か
く
や
あ
り
け
む
今
日
の
尊
さ 

（
同
短
歌
体
）

新
し
き　

年
の
始
め
に　

や　

か
く
し
こ
そ　

は
れ

か
く
し
こ
そ　

仕
へ
ま
つ
ら
め　

や　

萬
代
ま
で
に

あ
は
れ　

そ
こ
よ
し
や　

萬
代
ま
で
に 

（
27
「
新
し
き
年
」）

新
し
き
年
の
始
め
に
か
く
し
こ
そ
仕
へ
ま
つ
ら
め
萬
代
ま
で
に 

（
同
短
歌
体
）

梅
が
枝
に　

来
居
る
鶯　

や　

春
か
け
て　

は
れ

春
か
け
て　

鳴
け
ど
も
い
ま
だ　

や　

雪
は
降
り
つ
つ

あ
は
れ　

そ
こ
よ
し
や　

雪
は
ふ
り
つ
つ 
（
28
「
梅
が
枝
」）

梅
が
枝
に
来
居
る
鶯
は
る
か
け
て
鳴
け
ど
も
い
ま
だ
雪
は
降
り
つ
つ 
（
同
短
歌
体
）

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
曲
は
い
ず
れ
も
囃
子
詞
と
思
し
き
詞
章
「
は
れ
」・「
あ
は
れ
」・

「
そ
こ
よ
し
や
」
を
も
共
通
し
、
連
続
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
三
曲
は
ま
た

別
の
問
題
を
抱
え
込
ん
で
お
り
、
そ
の
部
分
を
含
め
る
と
「
席
田
」
と
は
正
確
に
は
違
い

が
あ
ろ
う）

3
（

。

　

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
三
曲
の
密
接
な
共
通
性
が
連
続
し
て
『
催
馬
楽
』
に
採
録
さ
れ
て

い
る
事
実
も
ま
た
『
催
馬
楽
』
の
本
質
を
知
る
た
め
に
は
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
と
な
る
。
特
に
、
27
番
歌
の
短
歌
体
は
『
古
今
集
』
大
歌
所
御
歌
に
「
千
歳
を

か
ね
て
た
の
し
き
を
つ
め
」
の
類
歌
が
、
28
番
歌
の
短
歌
体
は
『
古
今
集
』
春
歌
上
に
「
よ

み
人
し
ら
ず
」
歌
と
し
て
い
ず
れ
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
『
催
馬
楽
』
歌
の
生
成
を
考
え

る
上
で
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
現
象
か
ら
勅
撰
集
の
撰
者
あ
る
い
は
そ
の
周

辺
の
宮
廷
人
の
手
を
直
接
乃
至
間
接
的
に
経
て
、
宮
廷
歌
謡
化
さ
れ
た
『
催
馬
楽
』
歌
と

『
古
今
集
』
歌
に
入
首
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、
少
な
く
と
も
『
催
馬
楽
』
歌

と
な
っ
た
過
程
は
同
時
期
に
同
系
統
の
手
法
が
な
さ
れ
て
成
立
し
た
と
考
え
た
方
が
穏
当

で
あ
ろ
う）

4
（

。

　

そ
の
点
、
当
該
歌
「
席
田
」
は
「
は
れ
」・「
あ
は
れ
」・「
そ
こ
よ
し
や
」
が
含
ま
れ
て

い
な
い
点
は
あ
り
な
が
ら
、
短
歌
体
の
素
地
を
も
つ
こ
と
と
と
も
に
「
や
」
を
含
む
こ
と

に
お
い
て
こ
れ
ら
三
曲
と
は
共
通
性
を
有
す
る
一
方
で
、
明
ら
か
に
位
相
差
を
も
つ
。
こ

れ
を
宮
廷
歌
謡
化
の
過
程
に
お
い
て
和
歌
の
歌
謡
化
と
み
る
か
、
歌
謡
の
和
歌
化
と
み
る

か
、
あ
る
い
は
歌
謡
と
し
て
生
成
す
る
過
程
に
お
い
て
原
型
と
判
断
す
べ
き
か
亜
流
と
判

断
す
る
べ
き
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
席
田
」
は
前
述
の
三
曲
と
同
じ
生
成
過
程
と
は
必

ず
し
も
言
い
難
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

三
、「
席
田
」
の
研
究
史

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
席
田
」
を
歌
謡
化
す
る
過
程
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
亜
流
乃
至
は

原
型
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
こ
の

問
題
に
応
え
て
い
く
前
に
、「
席
田
」
の
研
究
史
を
概
観
し
、
今
日
に
残
る
問
題
点
を
整

理
し
て
お
き
た
い
。

　

今
日
、『
催
馬
楽
』
の
研
究
史
の
嚆
矢
と
な
る
の
は
一
条
兼
良
に
よ
る
『
梁
塵
愚
案
抄
』

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
愚
案
席
田
に
も
伊
津
ぬ
き
川
も
美
濃
の
名
所
也
」
と
し
、
美
濃

国
（
ほ
ぼ
現
在
の
岐
阜
県
南
部
）
の
名
所
と
の
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
る）

5
（

。
ま
た
、
賀
茂
真

淵
の
『
催
馬
楽
考
』
も
ほ
ぼ
兼
良
説
を
踏
襲
し
た
に
過
ぎ
ず
、「
席
田
も
い
つ
ぬ
き
川
も

美
濃
に
在
と
い
へ
り
」
と
の
み
記
す）

6
（

。
こ
の
真
淵
の
説
を
受
け
つ
つ
、
そ
れ
で
も
や
は
り

地
名
へ
の
記
述
を
中
心
に
述
べ
た
の
が
熊
谷
直
好
の
『
梁
塵
後
抄
』
で
あ
る
。
た
だ
し
、

直
好
は
、「
千
年
を
か
ね
て
は
千
と
せ
を
か
け
て
と
云
も
同
じ
」
と
「
千
年
（
歳
）」
以
下

に
対
し
て
も
や
や
用
語
の
異
同
に
触
れ
た
の
ち
、

真
淵
云
、
尾
張
国
人
道
丸
云
、
い
つ
ぬ
き
川
は
美
濃
に
有
。
此
川
大
野
郡
よ
り
出
て

席
田
郡
を
通
り
本
巣
郡
の
須
の
俣
川
に
入
る
。
今
俗
糸
貫
川
と
い
ふ）

7
（

。

と
し
た
。
以
後
、
近
世
に
お
け
る
諸
注
釈
に
お
い
て
は
「
席
田
」・「
伊
津
貫
川
」
が
ど
こ

の
名
所
で
あ
る
か
と
の
言
及
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
点
で
は
橘
守
部
も
同
様
で
あ
っ
た

が）
8
（

、
守
部
は
平
安
後
期
、
藤
原
師
長
の
著
作
に
よ
る
筝
の
た
め
の
『
仁
智
要
録
』
や
琵
琶

の
た
め
の
『
三
五
要
録
』
と
い
っ
た
楽
書
に
記
さ
れ
た
「
席
田
」
に
関
す
る
記
述
「
美
乃

（35）
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国
元
慶
ノ
悠
紀
ノ
風
俗
」
の
説
を
再
び
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
守
部
の
指
摘
と
相
前
後

す
る
よ
う
に
近
時
、
藤
原
茂
樹
、
森
陽
香
両
氏
を
中
心
に
翻
刻
さ
れ
公
刊
さ
れ
た
九
州
大

学
付
属
図
書
館
蔵
の
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
紀
三
冬
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
佐
伊
婆
良

註
解
』
に
も
、
さ
ら
に
こ
の
悠
紀
の
風
俗
歌
に
関
し
て
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
り
、
見
逃
せ
な
い）

9
（

。

　

三
冬
の
記
述
は
、
や
や
長
く
な
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

此
哥
は
む
し
ろ
田
の
い
つ
ぬ
き
川
に
す
む
つ
る
の
千
と
せ
を
か
ね
て
あ
そ
び
あ
へ
る

と
い
ふ
哥
な
り
〈
夫
木
抄
に
出
せ
り
〉、
陽
成
天
皇
の
大
嘗
會
を
せ
さ
せ
給
ひ
し
は

三
代
實
録
〈
元
慶
元
年
正
月
の
条
〉
に
三
日
乙
亥
天
皇
即
二
位
豊
楽
殿
一
云
云
、
同

卅
二
〈
元
慶
元
年
十
一
月
の
条
〉
に
十
八
日
乙
卯
ノ
夜
天
皇
御
二
豊
楽
殿
一
自
供
二
大

嘗
祭
一
云
云
、
十
九
日
丙
辰
悠
紀
ノ
國
獻
レ
物
〈
并
〉
奏
二
風
俗
ノ
哥
舞
一
云
云
、
廿
日

丁
巳
主
基
ノ
國
獻
レ
物
〈
并
〉
奏
二
風
俗
ノ
哥
舞
一
云
云
あ
り
、
神
宮
正
統
紀
に
第

五
十
七
代
陽
成
天
皇
諱
は
貞
明
、
清
和
第
一
の
子
、
御
母
は
皇
太
后
藤
原
高
子
〈
二

条
后
と
申
〉、
贈
大
（
マ
マ
）政
大
臣
長
良
の
女
也
と
あ
り
。

　

概
ね
六
国
史
の
最
後
を
か
ざ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
を
引
用
し
、
陽
成
天
皇
の
大
嘗
会

に
お
け
る
際
に
献
上
さ
れ
た
悠
紀
国
の
風
俗
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
事
実
、
こ
の

と
き
の
悠
紀
国
は
美
濃
国
席
田
郡
、
主
基
国
は
備
中
国
都
宇
郡
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

現
代
の
注
釈
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
臼
田
甚
五
郎
が
、「
こ
れ
は
元
慶
の
御
嘗べ

の
美
濃
の

歌
」
と
い
う
左
注
を
も
つ
『
古
今
集
』
巻
二
十
の
、

美
濃
国
関
の
藤
河
絶
え
ず
し
て
君
に
つ
か
へ
む
よ
ろ
づ
世
ま
で
に 

（
一
〇
八
四
）

を
あ
げ
た
の
ち）

10
（

、「
席
田
」
に
関
し
て
、

陽
成
天
皇
の
元
慶
（
八
七
七
〜
八
八
五
）
の
大
嘗
会
に
悠
紀
の
国
で
あ
っ
た
美
濃
の

風
俗
歌
と
し
て
奏
上
さ
れ
た
も
の
で
、
遊
ぶ
鶴
を
象
徴
に
し
て
祝
賀
の
気
持
が
明
朗

に
出
て
い
る）

11
（

。

と
す
る
。
こ
の
一
〇
八
四
番
歌
と
と
も
に
「
席
田
」
が
同
じ
大
嘗
会
和
歌
で
あ
っ
た
と
の

指
摘
は
、『
古
今
集
』の
注
釈
の
側
か
ら
も
契
沖
が『
古
今
余
材
抄
』に
お
い
て
、「
席
田
」

を
「
こ
れ
も
此
度
の
哥
な
る
べ
し
」
と
示
し
て
い
る）

12
（

。

　

以
上
、
研
究
史
に
お
い
て
は
名
所
と
し
て
の
地
域
の
限
定
か
ら
、
さ
ら
に
当
該「
席
田
」

の
原
型
は
陽
成
天
皇
の
大
嘗
会
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
再
確
認

し
た
。
そ
う
な
る
と
、「
席
田
」
に
関
し
て
は
、
和
歌
の
歌
謡
化
と
い
う
過
程
が
生
じ
た

こ
と
に
な
り
、
大
嘗
会
和
歌
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
五
七
五
七
七
の
短
歌
体

に
収
束
す
る
こ
と
も
当
然
な
が
ら
理
解
が
い
く
。
さ
ら
に
い
え
ば
、『
催
馬
楽
』
の
採
録

資
料
に
は
大
嘗
会
和
歌
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
短
歌
体
が

他
に
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
は
広
く
和
歌
全
般
を
も
『
催
馬
楽
』
歌
の
採
録
資
料
と
し
て

い
た
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

そ
れ
は
何
よ
り
も
『
催
馬
楽
』
歌
、
特
に
「
席
田
」
に
は
作
者
の
存
在
が
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
素
性
の
わ
か
ら
ぬ
和
歌
を
大
嘗
会
和
歌
と
し
て
献
上
す

る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、『
古
今
集
』
に
は
、
一
〇
八
六
番

歌
に
、近

江
の
や
鏡
の
山
を
た
て
た
れ
ば
か
ね
て
ぞ
み
ゆ
る
君
が
千
年
は 

 

（
一
〇
八
六
・
大
友
黒
主
）

と
、「
こ
れ
は
今
上
の
御
嘗
の
近
江
の
歌
」
と
い
う
左
注
と
と
も
に
、
黒
主
を
作
者
名
に

も
つ
歌
が
あ
り
、
大
嘗
会
和
歌
に
は
他
の
和
歌
に
お
い
て
も
明
記
さ
れ
な
く
て
も
、
作
者

が
存
在
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る）

13
（

。
ま
た
、
大
嘗
会
和
歌
を
原
歌
と
し
て
も
つ
「
席
田
」

な
ら
ば
勅
撰
集
に
入
首
す
る
候
補
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
片

桐
洋
一
が
、「
席
田
」
の
原
歌
と
し
て
の
大
嘗
会
和
歌
を
、

席
田
の
伊
津
貫
川
に
住
む
鶴
の
千
歳
を
寝
て
遊
び
（
け
る
か
な
）

と
想
定
し
、「
当
該
歌
（
筆
者
注
・
一
〇
八
四
番
歌
）
の
方
が
和
歌
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て

い
る
ゆ
え
に
『
古
今
集
』
に
採
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
す
る

こ
と
に
も
合
致
す
る）

14
（

。
つ
ま
り
、『
催
馬
楽
』
の
詞
章
は
必
ず
し
も
民
衆
・
巷
間
か
ら
発

生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
勅
撰
集
に
入
首
す
べ
き
資
料
に
な
り
う
る
作
者
を
抜
き
に
し
て

は
考
え
ら
れ
な
い
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
上
で
、『
催
馬
楽
』「
席
田
」

の
表
現
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（34）
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四
、「
席
田
」
の
表
現

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
催
馬
楽
』「
席
田
」
は
和
歌
を
原
型
に
も
ち
、
そ
れ
は

陽
成
天
皇
の
時
代
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
ん
で
き

た
。
美
濃
国
席
田
郡
が
悠
紀
国
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
「
席
田
」
は
一
〇
八
四
番
歌
以
上

に
悠
紀
国
の
奏
上
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
な
中
で
、
勅
撰
集
に

は
入
首
せ
ず
、
今
日
ま
で
『
催
馬
楽
』
の
一
曲
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、

片
桐
が
説
い
た
「
当
該
歌
（
筆
者
注
・
一
〇
八
四
番
歌
）
の
方
が
和
歌
と
し
て
は
す
ぐ
れ

て
い
る
」
と
い
う
言
辞
が
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
和
歌
史
上
に
お
い
て
、
名
所
「
席
田
」
は
『
万
葉
集
』
以
前
に
は
み
ら
れ

な
い
。
早
い
用
例
が
『
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
集
』
の
、

　

こ
れ
は
か
く
し
だ
い
く
つ
は
む
し

か
ず
な
ら
ぬ
か
か
る
み
く
づ
は
む
し
ろ
だ
の
つ
る
の
よ
は
ひ
に
な
に
か
い
の
ら
ん 

 
（『
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
集
』
一
八
九
）

と
い
え
よ
う
。
物
名
歌
と
し
て「
く
つ
は
む
し
」を
詠
み
こ
み
つ
つ
、「
む
し
ろ
だ
」に「
つ

る
の
よ
は
ひ
」
と
続
く
こ
と
か
ら
、『
催
馬
楽
』「
席
田
」
あ
る
い
は
大
嘗
会
和
歌
を
本
歌

と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　

た
る
な
む
し

君
が
為
む
れ
て
き
た
る
な
む
し
ろ
だ
の
鶴
の
毛
ご
ろ
も
千
代
を
重
ね
て 

 

（『
久
安
百
首
』・
一
一
〇
〇
、『
後
葉
集
』・
二
七
八
）

な
ど
も
物
名
歌
と
し
て
「
た
る
な
む
し
」
を
詠
み
こ
み
な
が
ら
、「
む
し
ろ
だ
」、「
鶴
」、

「
千
代
」
と
い
っ
た
表
現
は
や
は
り
本
歌
を
『
催
馬
楽
』「
席
田
」
あ
る
い
は
大
嘗
会
和
歌

に
よ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、

　

祝
の
こ
こ
ろ
を

む
し
ろ
だ
に
ち
と
せ
を
か
ね
て
す
む
鶴
も
君
が
よ
は
ひ
に
し
か
じ
と
ぞ
お
も
ふ 

 

（『
師
光
集
』・
一
一
六
）

は
、
詞
書
に
「
祝
の
こ
こ
ろ
を
」
と
寿
歌
を
主
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
た
め
、
先
に
あ
げ
た
物
名
歌
が
た
し
か
に
本
歌
と
し
て
詠
作
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の

主
眼
は
む
し
ろ『
師
光
集
』歌
が
本
歌
の
主
題
に
近
い
。
鎌
倉
期
以
降
と
な
る
と
、「
席
田
」

を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
数
を
増
し
て
く
る
こ
と
か
ら
、
宮
廷
内
に
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た
表

現
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

次
に
「
伊
津
貫
川
」
に
関
し
て
は
、『
催
馬
楽
』
の
研
究
史
上
で
も
問
題
が
残
る
川
の

名
で
あ
る
。
そ
の
発
端
の
ひ
と
つ
に
は
『
催
馬
楽
』
5
「
貫
河
」
が
あ
り
、
前
出
の
兼
良

は
「
愚
案
貫
河
は
美
濃
國
伊
豆
貫
河
と
云
所
あ
り
。
伊
豆
を
略
し
て
い
へ
り
」
と
、
同
類

で
あ
る
説
を
唱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
『
催
馬

楽
』「
貫
河
」
を
分
析
し
、「『
伊
津
貫
川
』
と
『
貫
河
』
を
同
一
と
み
る
の
は
、『
伊
津
』

を
略
す
根
拠
な
ど
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
早
計
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「〈
寿
歌
〉
の

体
を
残
す
『
席
田
』
の
『
伊
津
貫
川
』
と
、
そ
の
範
に
は
納
ま
ら
な
い
当
該
歌
の
『
貫
河
』

で
は
、
少
な
く
と
も
受
容
の
段
階
で
は
別
の
河
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
し
た）

15
（

。

　

こ
の
こ
と
は
『
催
馬
楽
』
の
最
盛
期
と
も
い
え
る
一
条
朝
に
成
立
し
た
『
枕
草
子
』
に

お
い
て
、

河
は　
（
中
略
）
玉
ほ
し
川
、
細
谷
川
。
い
つ
ぬ
き
川
、
沢
田
川
な
ど
は
、
催
馬
楽

な
ど
の
思
は
す
る
な
る
べ
し
（
以
下
略
）。

と
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、『
催
馬
楽
』
と
「
い
つ
ぬ
き
川
」
と
の
か
か
わ
り
が
問

題
と
な
る
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
貫
河
」
か
ら
の
波
及
よ
り
も
「
席
田
」
を
優
先
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

16
（

。

　

さ
て
、「
席
田
」
の
詞
章
中
、
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
と
な
る
の
が
「
鶴
」
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。『
催
馬
楽
』
に
お
い
て
は
「
川
留
」
と
表
記
さ
れ
、「
つ
る
」
と
読
み
、
一
般

に
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
た
づ
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
鶴
」
を
「
つ
る
」
と
読

む
例
は『
万
葉
集
』に
は
存
在
せ
ず
、
平
安
期
に
お
い
て
は
紀
貫
之
に
よ
る『
土
左
日
記
』

の
用
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
詠
者
は
「
ふ
な
び
と
」
と
さ
れ
、

見
渡
せ
ば
松
の
う
れ
ご
と
に
住
む
鶴つ

る

は
千
代
の
ど
ち
と
ぞ
思
ふ
べ
ら
な
る 

 

（
ふ
な
び
と
・
一
二
）

が
、
和
歌
史
上
の
用
例
と
し
て
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
以
降
、
詞
書
に
「
延
喜
十
五
年

十
二
月
保
忠
左
大
弁
之
左
大
臣
北
方
被
奉
五
十
賀
時
屏
風
和
歌
」と
あ
る
屏
風
歌
と
し
て
、

（33）
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わ
が
や
ど
の
松
の
梢
に
す
む
鶴
は
千
世
の
雪
か
と
お
も
ふ
べ
ら
な
り 

 

（『
貫
之
集
』・
五
一
）

さ
ら
に
は
、
同
じ
く
詞
書
に
「
鶴
の
池
の
ほ
と
り
に
有
る
所
」
と
あ
る
、

さ
ざ
ら
浪
よ
す
る
所
に
す
む
鶴つ

る

は
君
が
経
ん
代
の
し
る
べ
な
る
ら
ん 

 

（『
貫
之
集
』・
一
八
四
）

ま
た
、
詞
書
に
「
池
の
鶴
」
と
し
て
、

わ
が
や
ど
の
池
に
の
み
す
む
鶴
な
れ
ば
千
と
せ
の
夏
の
数
は
し
る
ら
ん 

 

（『
貫
之
集
』・
四
七
一
）

な
ど
が
い
ず
れ
も
『
貫
之
集
』
に
見
出
せ
る）

17
（

。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

　

和
歌
史
上
で
は
『
貫
之
集
』
以
後
、『
忠
見
集
』
に
も
、

う
へ
の
く
ち
ば
い
ろ
の
お
ほ
む
あ
ふ
ぎ
に
、
た
だ
つ
る
の
か
た
を
お
も
て
に
か
か

せ
た
ま
へ
る
、
い
ま
か
た
つ
か
た
に
は
あ
し
で
か
か
せ
た
ま
へ
る
に

う
ら
に
す
む
鶴
の
あ
ふ
ぎ
を
わ
が
か
た
の
か
ぜ
か
と
の
み
も
思
ひ
け
る
か
な 

 

（『
忠
見
集
』・
一
五
九
）

と
い
っ
た
「
す
む
鶴
（
つ
る
）」
を
詠
む
例
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
拾
遺
集
』
に
も
、

高
砂
の
松
に
す
む
鶴
冬
く
れ
ば
を
の
へ
の
霜
や
お
き
ま
さ
る
ら
ん

 

（『
拾
遺
集
』・
二
三
七
・
元
輔
）

　

仁
和
の
御
時
大
嘗
会
の
歌

が
ま
ふ
の
の
た
ま
の
を
山
に
す
む
鶴
の
千
と
せ
は
君
が
み
よ
の
か
ず
な
り 
 

（
同
・
二
六
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　

ま
つ
が
さ
き

鶴
の
す
む
松
が
さ
き
に
は
な
ら
べ
た
る
千
世
の
た
め
し
を
見
す
る
な
り
け
り 

 

（
同
・
六
一
七
・
兼
盛
）

と
用
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、『
貫
之
集
』
に
は
い
ず
れ
も
「
す
む
鶴
」
と
表

記
さ
れ
、
漢
字
表
記
の
「
鶴
」
も
「
た
づ
」
で
は
な
く
、「
つ
る
」
と
読
む
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

　

貫
之
が
こ
こ
ま
で
執
着
し
た「
す
む
鶴
」は
寿
歌
と
し
て
の「
千
世
」、「
君
が
経
ん
代
」、

「
千
と
せ
の
夏
」
と
い
っ
た
用
語
と
と
も
に
詠
ま
れ
「
席
田
」
乃
至
は
そ
の
原
型
で
あ
る

大
嘗
会
和
歌
に
も
直
結
し
て
く
る
。
こ
こ
に
、
大
嘗
会
和
歌
の
「
席
田
」
が
想
定
さ
れ
る

も
の
の
、
こ
れ
が
貫
之
に
影
響
を
し
た
か
乃
至
は
平
安
宮
廷
歌
謡
化
さ
れ
『
催
馬
楽
』
の

一
曲
と
な
り
え
た
段
階
で
貫
之
の
存
在
を
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
出
て
こ

よ
う
。
む
ろ
ん
、
元
慶
の
大
嘗
会
に
お
い
て
貫
之
が
直
接
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
時
代
的
に

半
世
紀
以
上
離
れ
て
お
り
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
大
嘗
会
和
歌
は
、

『
催
馬
楽
』
と
化
し
、
貫
之
に
伝
わ
り
、
貫
之
は
「
席
田
」
歌
の
表
現
と
主
題
を
受
容
し

た
第
一
人
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
『
貫
之
集
』
で
の
歌

語
の
受
容
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
『
土
左
日
記
』
の
「
ふ
な
び
と
」
詠
に
お
い
て
も
同

様
に
貫
之
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
ら
ず
に
出
現
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
証
左
と
な

る
。

　

こ
の
と
き
、
大
嘗
会
和
歌
に
つ
い
て
前
述
の
八
木
意
知
男
の
発
言
を
示
し
て
お
く
と
、

八
木
は
、「
大
嘗
会
和
歌
は
、
大
別
し
て
風
俗
和
歌
と
御
屏
風
和
歌
と
か
ら
な
っ
て
い

る
」・「
今
日
知
り
得
る
限
り
で
は
風
俗
和
歌
が
早
く
、
御
屏
風
和
歌
は
遅
れ
て
発
生
し
た

と
考
え
ら
れ
る）
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」
と
述
べ
て
い
る
。

　

大
嘗
会
和
歌
に
詠
出
さ
れ
た
「
風
俗
和
歌
」
の
要
素
の
あ
る
「
席
田
」
以
来
、「
鶴
」

を
歌
語
の
「
た
づ
」
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
つ
る
」
と
し
て
と
ら
え
、
詞
章
「
千
歳
」

と
組
み
合
わ
せ
、
さ
ら
に
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
広
げ
つ
つ
寿
歌
に
仕
立

て
上
げ
た
の
は
貫
之
の
存
在
が
な
け
れ
ば
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
「
席
田
」
が
も
つ
重
要
な
表
現
と
な
っ
た
「
鶴
」
は
貫
之
歌
以
降
に
よ
っ
て

「
雪
」
や
「
し
る
べ
」
と
い
っ
た
比
喩
や
象
徴
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
く
点

に
和
歌
表
現
の
発
展
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
逆
に
い
え
ば
、「
席
田
」
の
「
鶴
」
は

そ
れ
じ
し
ん
が
「
遊
び
あ
へ
る
」
と
い
う
強
い
主
体
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
歌
語
・
詞
章
と
な
っ
て
い
る
「
席
田
」
の
田
や
「
伊
津
貫
川
」
の
川
と
い
っ
た
景
と

も
重
な
っ
て
、
宮
廷
に
お
け
る
貫
之
等
宮
廷
歌
人
が
好
ん
で
詠
ん
だ
理
知
的
な
和
歌
と
は

（32）
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異
な
る
写
実
的
な
歌
い
ぶ
り
に
風
俗
歌
と
し
て
の
素
朴
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
彼
の
地
を
思
っ
た
宮
廷
人
の
詠
作
に
お
け
る
技
量
の
結
果
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
和
歌
が
歌
謡
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も

和
歌
は
詠
歌
主
体
の
叙
情
の
集
約
で
あ
り
、
奏
上
の
た
め
に
書
か
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し

て
お
り
、
短
歌
体
も
こ
れ
に
準
じ
た
享
受
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。一
方『
催

馬
楽
』
と
な
り
、
歌
謡
化
し
た
場
合
に
は
享
受
側
が
集
団
と
な
り
、
詞
章
の
理
解
も
広
く

開
放
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
し
、
当
該
「
席
田
」
は
寿
歌
と
い
う
主
題
を
有
し
、
短
歌
体
へ

の
復
元
も
容
易
で
あ
る
こ
と
は
、
歌
謡
化
の
中
に
も
叙
情
性
が
内
包
さ
れ
続
け
て
い
く
こ

と
と
い
え
る
。

　

こ
の
こ
と
は
『
古
今
集
』
巻
二
十
と
は
逆
の
現
象
と
い
え
る
。
巻
二
十
に
は
歌
謡
の
和

歌
化
が
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
え
る
が
、
当
該
「
席
田
」
は
『
古
今
集
』
に
入
首
し
な
か
っ

た
こ
と
も
手
伝
い
、
和
歌
の
歌
謡
化
と
い
う
流
れ
が
表
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
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。

五
、「
席
田
」
は
短
歌
体
歌
謡
の
亜
流
か

　

本
稿
第
二
節
に
お
い
て
、
催
馬
楽
「
席
田
」
は
歌
謡
化
の
過
程
に
お
い
て
亜
流
と
位
置

付
け
ら
れ
る
か
否
か
を
提
起
し
た
。
こ
れ
は
、
囃
子
詞
の
類
似
性
、
短
歌
体
に
収
束
す
る

事
実
と
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
ば
、

『
催
馬
楽
』「
席
田
」
は
陽
成
天
皇
の
大
嘗
会
に
お
い
て
悠
紀
國
美
濃
國
席
田
郡
よ
り
献
上

さ
れ
た
大
嘗
会
和
歌
（
風
俗
歌
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
風
俗
歌
で
あ
る
こ
と

が
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
彼
の
地
の
人
々
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
は
、
二
十
一
代
集
の
大
嘗
会
和
歌
に
お
い
て
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
彼
の
地
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
詠
む
宮
廷
人
の
存
在
を
考
え
る
必
要
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
大
嘗
会
和
歌
と
し
て
の
「
席
田
」
か
ら
『
催
馬
楽
』「
席
田
」
が
発
生

し
て
き
た
こ
と
も
、
短
歌
体
を
起
点
と
し
て
考
え
れ
ば
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ

が
依
然
と
し
て
大
嘗
会
和
歌
か
ら
『
催
馬
楽
』
歌
と
展
開
し
て
い
く
過
程
は
ど
う
考
え
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
過
程
は
単
純
に
示
せ
ば
、
反
復
と
囃
子
詞
の
挿
入
の
規
則
性
が
あ
れ
ば
、
容
易
に

変
換
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
歌
謡
化
す
る
と
き
に
も
っ
と
も
基
本
的
な

規
則
が
詞
章
の
反
復
と
と
も
に
囃
子
詞
の「
や
」の
挿
入
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

逆
に
い
え
ば
、「
は
れ
」・「
あ
は
れ
」・「
そ
こ
よ
し
や
」
は
、
こ
の
順
番
ど
お
り
に
音
数

も
増
え
、
囃
子
詞
と
し
て
複
雑
さ
を
含
み
も
っ
て
し
ま
う
。
特
に
「
そ
こ
よ
し
や
」
に
つ

い
て
は
、
筆
者
は
か
つ
て
、

　
「
そ
こ
よ
し
や
」
は
「
そ
を
よ
し
に
せ
む
」
に
通
じ
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
「
そ

（
こ
）」
語
の
代
名
詞
的
な
機
能
に
着
目
し
、「
よ
し
」
に
は
「
由
」、
つ
ま
り
「
理
由
・

訳
」
を
第
一
義
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、

「
そ
こ
よ
し
や
」
の
「
そ
（
こ
）」
に
代
名
詞
的
な
機
能
を
読
み
取
る
こ
と
が
重
要
と

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
囃
子
詞
と
は
異
な
り
、

「
そ
こ
よ
し
や
」
に
よ
り
『
催
馬
楽
』
歌
は
詞
章
の
単
純
な
反
復
を
導
く
だ
け
で
は

な
く
、
五
七
五
七
七
の
〈
短
歌
体
〉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
叙
情
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
特
に
叙
事
的
な
部
分
を
重
層
的
に
示
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
叙
事
的
要
素
を
繰
り

返
す
こ
と
で
も
，
叙
情
性
以
上
に
叙
事
性
を
印
象
づ
け
る
結
果
と
な
ろ
う
。

と
論
じ
た）
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。
こ
の
結
果
か
ら
も
催
馬
楽
の
形
成
に
お
い
て
囃
子
詞
「
や
」
は
単
純
か
つ
明

快
な
分
だ
け
、「
そ
こ
よ
し
や
」
よ
り
も
歌
謡
化
の
過
程
に
お
い
て
早
い
段
階
に
成
立
し

た
『
催
馬
楽
』
生
成
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
催
馬
楽
』「
席
田
」
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
の
原
型
に
大
嘗
会
和

歌
が
存
在
す
る
と
い
う
既
存
の
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
風
俗
歌
の
詠
作
に
宮
廷
歌
人
が

か
か
わ
っ
た
こ
と
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。

　

こ
の
中
で
、「
席
田
」の
表
現
は
勅
撰
集
へ
の
入
首
資
料
と
な
り
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

和
歌
が
宮
廷
歌
謡
化
す
る
上
で
囃
子
詞
の
存
在
に
よ
っ
て
生
成
過
程
の
段
階
が
異
な
る
こ

と
、
ま
た
、「
席
田
」
の
主
題
は
大
嘗
会
和
歌
以
降
、
特
に
貫
之
が
第
一
人
者
と
し
て
受

容
し
て
き
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

　

勅
撰
集
の
資
料
と
な
り
う
る
大
嘗
会
和
歌
と
『
催
馬
楽
』
の
か
か
わ
り
は
『
古
今
集
』

巻
二
十
「
か
へ
し
も
の
の
歌
」
前
後
に
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
内
実

に
貫
之
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
『
催
馬
楽
』
と
歌
人
、『
催
馬
楽
』
と
勅
撰
集
と
の

関
係
の
深
さ
あ
る
い
は
屏
風
歌
と
の
関
係
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
口
ず
さ
む

宮
廷
人
、
あ
る
い
は
宮
廷
女
房
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
へ
の
受
容
な
ど
も
こ
れ
ら
の
派
生

し
た
中
で
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。

　

本
稿
は
ま
だ
そ
の
問
題
の
始
発
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
詞
章
を

和
歌
史
上
に
照
応
さ
せ
る
こ
と
で
、『
催
馬
楽
』
の
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

（31）
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新
た
な
局
面
が
浮
上
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

注（
１
）『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
の
短
歌
体
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
古
今
和
歌
集
巻
二
十
〈
短
歌
体
〉

攷

―
宮
廷
人
の
論
理
と
都
へ
の
志
向

―
」（
久
喜
の
会
編
『『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十

―
注
釈
と
論
考

―
』新
典
社
、
二
〇
一
一
年
、
の
ち
に
拙
著『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』、

笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
第
十
三
章
に
再
録
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

（
２
）『
催
馬
楽
』
の
歌
番
号
な
ら
び
に
詞
章
は
小
西
甚
一
他
校
注
『
古
代
歌
謡
集
』（
日
本
古
典

文
学
大
系
3
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
標
記
は
い
ず
れ
も
一
部
私

に
改
め
て
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
３
）
こ
の
三
曲
に
類
似
し
た
『
催
馬
楽
』
歌
は
他
に
、
2
「
沢
田
川
」
が
あ
る
。
そ
の
詞
章
は
、

「
沢
田
川　

袖
漬
く
ば
か
り　

や　

浅
け
れ
ど　

は
れ　

浅
け
れ
ど　

恭
仁
の
宮
人　

や　

高

橋
わ
た
す　

あ
は
れ　

そ
こ
よ
し
や　

高
橋
わ
た
す
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
律
と
呂
に
大
別

さ
れ
る
『
催
馬
楽
』
に
お
い
て
、
既
出
の
三
曲
は
す
べ
て
呂
歌
に
、「
沢
田
川
」
だ
け
は
律
歌

に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
小
西
甚
一
は
注
（
2
）
前
掲
書
、
三
九
五
頁
頭
注
に
お
い
て
熊
谷
直
好
の
『
梁
塵
後
抄
』

の
説
を
ふ
ま
え
、「
後
抄
は
、
次
の
新
年（
二
七
）と
同
時
の
作
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
が
、

も
ち
ろ
ん
確
か
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
否
定
的
に
理
解
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
木
村
紀
子

訳
注
『
催
馬
楽
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
四
頁
に
は
﹇
ア
ハ
レ　

そ
こ

よ
し
や
﹈
の
解
説
と
し
て
「
↓
沢
田
川
2　

以
下
三
首
の
囃
し
詞
同
一
。
曲
調
も
、
平
安
後

期
も
「
同
音
」
と
記
す
も
の
（
仁
智
要
録
）
が
あ
る
」
と
、
音
曲
面
か
ら
の
共
通
性
を
改
め

て
指
摘
し
て
い
る
状
況
か
ら
み
て
、
宮
廷
歌
謡
化
の
過
程
は
同
時
期
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』（
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
二　

中
古
編
、
東
京

堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
）
二
九
六
頁
。
ま
た
寛
文
六
年
の
奥
書
を
も
ち
、
割
注
を
積
極
的
に

記
載
し
た
国
会
図
書
館
蔵
の
同
書
写
本
に
お
い
て
も
「
愚
案
」
が
「
案
」
と
な
っ
て
い
る
以

外
は
用
字
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
同
一
の
内
容
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。

（
６
）
賀
茂
真
淵
『
催
馬
楽
考
』（『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
二
、
弘
文
館
、
一
九
〇
三
年
）

一
九
八
三
頁
。

（
７
）
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
抄
』（
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
二　

中
古
編
、
東
京
堂

出
版
、
一
九
六
〇
年
）
三
九
一
頁
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
を
付
し
た
。

（
８
）橘
守
部『
催
馬
楽
譜
入
文
』（『
新
訂
増
補
橘
守
部
全
集
』第
七
、
東
京
美
術
、
一
九
二
一
年
）

一
八
三
頁
。

（
９
）
紀
三
冬
『
佐
伊
婆
良
註
解
』（
藤
原
茂
樹
編
『
催
馬
楽
研
究
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
、

五
三
七
頁
）
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
句
読
点
、
濁
点
を
付
し
た
。

（
10
）
本
稿
に
用
い
た
和
歌
は
以
下
、『
万
葉
集
』
に
は
『
国
歌
大
観
』
番
号
を
そ
の
他
は
『
新

編
国
歌
大
観
』
番
号
を
用
い
、
表
記
は
一
部
私
に
改
め
た
。

（
11
）
臼
田
甚
五
郎
他
『
神
楽
歌　

催
馬
楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
42
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）一
五
六
頁
脚
注
。
た
だ
し
臼
田
は
一
〇
八
四
番
歌
を「
東
歌
」

と
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』（『
契
沖
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
六
七
四
頁
。

ま
た
、『
古
今
集
』
一
〇
八
四
番
歌
に
つ
い
て
は
久
喜
の
会
編
『『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十

―
注
釈
と
論
考

―
』（
新
典
社
、
二
〇
一
一
年
）に
高
松
寿
夫
に
よ
る
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。

（
13
）
八
木
意
知
男
『
大
嘗
会
和
歌
の
世
界
』（
皇
學
館
大
學
出
版
部
、
一
九
八
六
年
）
に
は
勅

撰
和
歌
集
二
一
代
集
の
大
嘗
会
和
歌
を
分
析
し
、
一
三
〇
首
を
掲
載
す
る
。
そ
の
う
ち
「
よ

み
人
し
ら
ず
」
歌
は
一
割
に
満
た
な
い
。

（
14
）
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
下
）（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）
六
四
七
頁
。
な
お
、

（　

）
内
は
片
桐
に
よ
る
補
筆
で
あ
る
。

（
15
）
拙
稿
「
催
馬
楽
『
貫
河
』
攷

―
〈
知
的
な
遊
び
〉
が
生
む
〈
恋
歌
〉―
」（
戸
谷
高
明

編
『
古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
』、
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
ち
に
注
（
1
）
拙
著
『
平
安

宮
廷
文
学
と
歌
謡
』
第
六
章
に
再
録
。

（
16
）
注
（
1
）
拙
著
『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』
第
十
四
章
に
論
じ
た
。

（
17
）『
土
左
日
記
』
の
当
該
所
収
歌
と
『
貫
之
集
』
所
収
歌
の
成
立
に
関
す
る
先
後
関
係
に
は

問
題
が
残
る
。
な
お
、
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』（
エ
ム
ワ
イ
企
画
、

二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
表
記
は
一
部
私
に
改
め
た
。
ま
た
、『
貫
之
集
』
一
八
四

番
歌
の
「
鶴
」
に
対
し
て
、『
貫
之
集　

躬
恒
集　

友
則
集　

忠
岑
集
』（
和
歌
文
学
大
系

19
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
）
に
は
「
つ
る
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
こ
の
一
例
を
も
っ

て
も
、
本
稿
の
主
張
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

（
18
）
八
木
意
知
男
前
掲
書
、
四
頁
。

（
19
）
歌
謡
の
和
歌
化
に
関
し
て
は
、
注
（
1
）
に
同
じ
。

（
20
）「
そ
こ
よ
し
や
」
に
関
し
て
は
、
注
（
1
）
拙
著
『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』
の
第
十
一

章
に
論
じ
た
。

付
記本

稿
は
、
平
成
二
四
年
度　

科
学
研
究
費
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
基
盤
研
究

（
C
）「『
催
馬
楽
』
の
基
礎
的
研
究
」（
課
題
番
号
二
四
五
二
〇
二
三
三
）
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

（
な
か
だ　

こ
う
じ
）　

（30）
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A Study of MUSHIRODA from Saibara
―A background from a Japanese-style 31―word song “Waka” to a 

Japanese Songs and Ballads of celeblation―
Nakada, Koji

　 The classial Japanese poem Mushiroda (in Saibara), is a piece sung to celebrate the enthronement of the emperor and is 

known to have been developed by the people.

　 However, within the poem, applications to modern poetry can be found, and Kino Tsurayuki, the court poet, also employed 

some of its expressions.

　 Therefore, there is evidence to suggest that Saibara would not have been developed by the people without the influence 

of the court.

Keyword：Saibara, Mushiroda, Kino Tsurayuki, Waka (Japanese poem), expression
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