
六
三

 　
『
山
家
集
』
中
巻
の
恋
部
の
冒
頭
に
、
陽
明
文
庫
本
で
数
え
て
三
十
八
首
ほ

ど
の
、
題
詠
と
お
ぼ
し
き
恋
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
秀
歌
と
呼
ば
れ

ぬ
そ
れ
ら
は
、
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
ま
た
乏
し
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
題
詠

と
考
え
る
こ
と
で
、
西
行
が
題
を
始
発
と
し
て
ど
の
よ
う
に
歌
を
発
想
し
て

い
っ
た
か
、
そ
の
経
緯
を
垣
間
見
さ
せ
る注

＊

。
こ
こ
で
は
、「
夢
会
恋
」
題
の
四

首
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

一 

 　
　

夢
会
恋 

 

な
か
〳
〵
に
夢
に
う
れ
し
き
あ
ふ
こ
と
は
う
つ
ゝ
に
物
を
お
も
ふ
な
り
け

り
（
五
八
一
） 

 

あ
ふ
こ
と
を
夢
也
け
り
と
思
わ
く
心
の
今
朝
は
う
ら
め
し
き
か
な 

 

あ
ふ
と
み
る
こ
と
を
か
ぎ
れ
る
夢
ぢ
に
て
さ
む
る
別
の
な
か
ら
ま
し
か
ば

（
五
八
二
） 

 

夢
と
の
み
お
も
ひ
な
さ
る
ゝ
う
つ
ゝ
こ
そ
あ
ひ
み
し
こ
と
の
か
ひ
な
か
り

け
り
（
五
八
三
） 

 　

実
は
陽
明
文
庫
本
に
は
三
首
し
か
な
い
。
四
首
あ
る
と
い
う
の
は
流
布
本
で

あ
る
版
本
系
統
の
本
文
で
、
二
首
目
の「
あ
ふ
こ
と
を
」は
そ
の
版
本
か
ら
補
っ

た
も
の
で
あ
る
。 

 　

一
首
目
「
な
か
〳
〵
に
」（
五
八
一
）
か
ら
見
て
い
こ
う
。
そ
も
そ
も
「
夢

会
恋
」（「
夢
中
会
恋
」
も
同
趣
旨
と
見
な
す
）
と
は
、
西
行
前
後
の
時
代
か
ら

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
複
合
題
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
題
で
の

詠
み
ぶ
り
は
、
西
行
が
同
時
代
の
表
現
の
水
準
か
ら
ど
う
抜
け
出
よ
う
と
し
た

か
を
物
語
る
は
ず
で
あ
る
。 

 　
　

夢
中
会
恋
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る　
　
　
　
　

平
忠
度
朝
臣 

 

夢
さ
め
て
な
ご
り
に
た
へ
ず
成
り
ゆ
く
は
あ
ふ
と
み
つ
る
に
か
へ
ん
い
の

ち
か
（
月
詣
集
・
恋
下
・
五
五
八
、
忠
度
集
・
七
七
） 

 
西
行
の
恋
の
題
詠
歌
・
続 

 

渡　

部　

泰　

明 



六
四

 　
　

夢
会
恋 

 
夜
と
と
も
に
か
へ
し
て
き
つ
る
か
ら
衣
い
く
よ
と
い
ふ
に
し
る
し
み
つ
ら

ん
（
清
輔
集
・
二
六
三
） 

 　
　

内
裏
三
首
会
、
夢
会
恋
と
云
ふ
こ
と
を 

 

は
る
の
夜
の 
ゆ
め 
に
は
人
に
あ
ふ
と
み
つ
い
ま
は 

う
つ
つ 

に
ま
さ
し
か
ら

な
ん
（
教
長
集
・
七
七
二
） 

 　
　

夢
逢
恋 

 

お
ど
ろ
か
す
と
り
の
ね
ば
か
り 
う
つ
つ 

に
て
あ
ふ
と
み
つ
る
は 

ゆ
め 

に
ぞ

あ
り
け
る
（
経
正
集
・
八
七
） 

 　

忠
度
・
教
長
・
経
正
の
歌
は
、
逢
瀬
の
夢
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
醒
め
た
名
残

惜
し
さ
・
口
惜
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
点
で
、
西
行
歌
よ
り
は
よ
ほ
ど
余

情
的
で
あ
る
。
西
行
五
八
一
番
歌
は
、「
夢
」
と
「
う
つ
つ
」
を
、「
う
れ
し
」

「
物
を
思
ふ
」
と
対
照
的
に
捉
え
て
い
る
点
に
か
え
っ
て
説
明
的
な
も
の
を
感

じ
る
。
同
じ
よ
う
に
夢
・
う
つ
つ
を
対
照
さ
せ
て
は
い
て
も
、
教
長
・
経
正
の

歌
の
方
が
、
う
つ
つ
の
頼
み
が
た
さ
を
滲
ま
せ
て
い
て
哀
感
が
あ
る
。
お
そ
ら

く
西
行
の
意
図
と
し
て
は
、 

 　

逢
ふ
こ
と
は
夢
の
中
に
も
う
れ
し
く
て
寝
覚
め
の
恋
ぞ
わ
び
し
か
り
け

る
（
拾
遺
集
・
恋
四
・
九
二
一
・
読
人
不
知
） 

 

の
一
首
と
同
様
の
心
情
を
詠
も
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
出
家
前
に

仕
え
た
藤
原
実
能
の
、 

 　

 

夢 

に
だ
に
逢
ふ
と
は
見
え
よ
さ
も
こ
そ
は 

う
つ
つ 

に
つ
ら
き
心
な
り
と

も
（
金
葉
集
・
恋
上
・
三
六
五
・
実
能
） 

 

の
言
葉
使
い
な
ど
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
実
能
歌
は
夢
に
期
待

を
か
け
る
と
い
う
内
容
だ
が
、
で
は
夢
に
見
た
と
し
た
ら
満
足
す
る
の
か
、
と

発
想
し
て
み
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。 

 　

さ
て
こ
れ
ら
の
例
歌
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
や
は
り
際
立
つ
の
は
、
西
行

の
「
物
を
思
ふ
」
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
原
因
が
逢
瀬
を

夢
に
見
た
嬉
し
さ
に
あ
る
と
い
う
。『
拾
遺
集
』
歌
「
逢
ふ
こ
と
は
」
も
そ
う

で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
「
嬉
し
さ
」
と
「
わ
び
し
」
さ
は
も
っ
と
浸
透

し
合
っ
て
い
る
。
後
朝
の
別
れ
に
似
た
情
趣
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
ろ

う
。
対
し
て
、
西
行
の
歌
で
は
夢
と
う
つ
つ
は
も
っ
と
対
立
的
で
あ
る
。
嬉
し

く
思
っ
た
心
の
、
正
反
対
の
も
の
へ
の
変
化
、
と
い
う
あ
や
に
く
さ
に
主
眼
が

あ
る
。
西
行
は
、
わ
が
心
が
大
き
く
転
回
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
心
の
変
貌
に

こ
だ
わ
る
の
で
あ
る
。 

 

二 

 　

次
に
、
こ
の
歌
群
の
最
後
の
歌
、 

 　

夢
と
の
み
お
も
ひ
な
さ
る
ゝ
う
つ
ゝ
こ
そ
あ
ひ
み
し
こ
と
の
か
ひ
な
か

り
け
り
（
五
八
三
） 



六
五

 
を
見
て
み
た
い
。
第
二
句
の
「
思
ひ
な
さ
る
る
」
に
若
干
の
問
題
が
あ
る
。「
る

る
」
は
自
発
の
助
動
詞
と
考
え
る
が
、
受
身
の
助
動
詞
と
取
れ
な
い
こ
と
も
な

い
。
な
に
よ
り
西
行
自
身
に
受
身
の
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

お
や
に
お
く
れ
て
な
げ
き
け
る
人
を
、
五
十
日
す
ぐ
る
ま
で
と
は
ざ
り
け

れ
ば
、
と
ふ
べ
き
人
の
と
は
ぬ
事
を
あ
や
し
み
て
、
人
に
た
づ
ぬ
と
き
き

て
、
か
く
お
も
ひ
て
い
ま
ま
で
申
さ
ざ
り
つ
る
よ
し
申
し
て
つ
か
は
し
け

る
人
に
か
は
り
て 

 　

な
べ
て
み
な
君
が
な
げ
き
を
と
ふ
か
ず
に 

お
も
ひ
な
さ
れ 

ぬ
こ
と
の
は

も
が
な
（
山
家
集
・
八
〇
二
） 

 　

し
か
し
こ
の
例
は
代
作
で
も
あ
り
、
相
手
に
向
け
て
自
己
弁
護
す
る
と
い
う

特
殊
な
状
況
な
の
で
も
あ
っ
て
、
五
八
三
番
の
そ
れ
は
や
は
り
自
発
の
用
法
と

見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。「
思
ひ
な
さ
る
る
」は
、そ
の
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
諸
注
の
解
す
る
よ
う
に
、
現
実
に
逢
っ
た
と
い
う
の

に
、
夢
と
し
か
思
え
な
い
と
い
う
の
で
は
、
逢
っ
た
甲
斐
が
な
い
で
は
な
い

か
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

 　

だ
と
す
る
と
、
少
々
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
現
実
に
逢
っ
た
と
い
う
こ
と

な
ら
ば
、「
夢
会
恋
」
の
題
意
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
、

時
代
の
近
接
す
る
同
題
の
諸
例
と
比
較
す
れ
ば
、そ
の
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
西
行
は
、 

 　

む
ば
た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
は
さ
だ
か
な
る
夢
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ざ
り
け

り
（
古
今
集
・
恋
三
・
六
四
七
・
読
人
不
知
） 

 

と
い
っ
た
趣
を
さ
ら
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
せ
っ
か
く
の

逢
瀬
を
「
甲
斐
が
な
い
」
と
ま
で
い
う
の
で
は
、
恋
歌
と
し
て
行
き
過
ぎ
を
咎

め
ら
れ
か
ね
な
い
。
け
だ
し
一
首
は
、
逸
脱
や
逆
説
を
あ
え
て
弄
し
て
読
み
手

（
ま
ず
は
そ
の
題
で
の
詠
み
手
で
も
あ
る
）
を
煙
に
巻
く
か
の
よ
う
な
、
諧
謔

を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
題
詠
の
歌
群
に
、
読
み
手
の
意
表
を
突
こ

う
と
す
る
諧
謔
的
な
物
言
い
が
頻
出
す
る
こ
と
は
、
前
稿
で
も
述
べ
た
。
そ
し

て
ま
た
、
諧
謔
を
支
え
る
発
想
の
仕
方
に
も
注
意
し
た
い
。
現
実
の
逢
瀬
を
ま

る
ご
と
夢
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
自
分
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
「
思
ひ
な

さ
る
る
」
心
の
働
き
の
言
挙
げ
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
心
の
転
回
へ
の
こ
だ

わ
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

三 

 　
　

あ
ふ
こ
と
を
夢
也
け
り
と
思
わ
く
心
の
け
さ
は
う
ら
め
し
き
か
な 

 　

二
首
目
の
こ
の
歌
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
陽
明
文
庫
本
系
統
に
も
松

屋
本
系
統
に
も
見
ら
れ
ず
、
版
本
系
統
に
の
み
存
す
る
歌
で
あ
る
。
原
型
に
増

補
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
題
の
も
と
に
増
補
さ
れ
た

理
由
を
想
像
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
前
節
で
取
り
上
げ
た

五
八
三
番
歌
と
よ
く
似
た
趣
意
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
実
際
に



六
六

逢
っ
た
の
で
は
な
く
、
夢
の
中
で
の
逢
瀬
で
あ
ろ
う
。「
思
ひ
わ
く
」
と
い
う

心
の
働
き
に
よ
っ
て
、
夢
見
心
地
が
恨
め
し
さ
に
変
わ
る
。
や
は
り
、
転
回
す

る
心
の
あ
り
方
に
主
眼
が
あ
る
。
し
か
も
、
本
来
恨
め
し
い
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
の
は
、
恋
の
相
手
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
心
が
他
者
化
さ
れ
、
ま
ま
な
ら

な
い
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
か
と
な
い
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分

も
そ
こ
に
は
漂
う
で
あ
ろ
う
。 

 　

最
後
に
三
首
目
の
、 

 　

あ
ふ
と
み
る
こ
と
を
か
ぎ
れ
る
夢
ぢ
に
て
さ
む
る
別
の
な
か
ら
ま
し
か

ば
（
五
八
二
） 

 

を
取
り
上
げ
よ
う
。
和
歌
文
学
大
系
『
山
家
集
・
聞
書
集
・
残
集
』
は
、 

 　

歌
林
苑
、
人
々
方
を
分
か
ち
て
、
歌
を
え
ら
び
て
歌
合
し
侍
り
し
に
、

　

恋
歌
三
首 

 

思
ひ
き
や
夢
を
こ
の
世
の
契
に
て
さ
む
る
別
を
な
げ
く
べ
し
と
は
（
林
葉

集
・
六
八
〇
） 

 

の
一
首
を
挙
げ
、
こ
れ
に
依
る
、
と
注
す
る
。
厳
密
に
は
両
首
の
先
後
は
不
明

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
た
し
か
に
よ
く
似
て
い
て
、
影
響
関
係
を
想
定
し
た

く
な
る
。
こ
の
指
摘
に
従
っ
て
両
首
を
比
べ
て
み
る
と
、「
夢
を
こ
の
世
の
契

に
て
」
の
言
葉
運
び
な
ど
、「
契
」
に
縁
と
交
情
の
両
義
を
含
ま
せ
る
巧
み
さ

を
見
せ
て
、
ず
っ
と
俊
恵
の
歌
の
方
が
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
一

方
西
行
の
方
は
、「
逢
ふ
と
見
る
こ
と
を
限
れ
る
夢
路
」
と
「
覚
む
る
別
れ
」

と
の
断
絶
が
表
立
て
ら
れ
て
い
て
、
生
硬
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ
そ

こ
に
西
行
の
意
図
を
見
た
い
。
西
行
歌
は
、
逢
っ
た
時
点
で
夢
が
終
わ
っ
て
覚

め
な
い
で
ほ
し
か
っ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
夢
が
終
わ
る
こ
と
と
は
目
覚
め
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
る
で
永
久
に
夢
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
い
、
と

言
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、 

 

あ
ふ
と
み
し
そ
の
よ
の
夢
の
さ
め
で
あ
れ
な
な
が
き
ね
ぶ
り
は
う
か
る
べ

け
れ
ど
（
山
家
集
・
一
三
五
〇
） 

 

と
い
う
、
西
行
自
身
の
「
恋
百
十
首
」
の
末
尾
の
歌
に
通
じ
る
心
情
で
あ
る
。

こ
う
し
た
凄
み
さ
え
感
じ
さ
せ
る
西
行
独
特
の
世
界
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

夢
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
り
こ
む
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
覚
醒
す
る
こ
と
、
そ
の
両
者

へ
の
こ
だ
わ
り
。
こ
こ
に
も
心
の
転
回
へ
の
西
行
の
執
着
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。 

 

注
＊　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
西
行
の
恋
の
題
詠
歌
」（『
西
行
学
』

七
、二
〇
一
六
・
八
）で
論
じ
た
。
参
考
文
献
等
は
同
論
文
に
よ
ら
れ
た
い
。

な
お
、『
山
家
集
』
の
本
文
は
、
寺
澤
行
忠
『
山
家
集
の
校
本
と
研
究
』（
笠

間
書
院
、
一
一
九
三
）
に
よ
る
。 




