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村
尾
誠

一
著

『藤
原
定
家
』
笠
間
書
院
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
撰
O-
･
ー

笠
間
書
院

二
〇
二

年
三
月

村
尾
誠

.i
先
生
の

『新
古
今
和
歌
集
』
講
義
を
聴
講
し
た
留
学
生
の

一

入
か
ら
こ
う
い
う
話
を
伺

っ
た
｡
｢村
尾
先
生
に
よ
る
和
歌
の
解
読
を
聞

く
こ
と
は
本
当
に
楽
し
い
こ
と
で
す
｡
精
神
的
な
欲
求
が
満
た
さ
れ
て
と

っ
て
も
癒
さ
れ
ま
す
｣
と
｡
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
､
私
に
も
同
様
な
体

験
が
あ
っ
た
｡
か
れ
こ
れ
十
数
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
私
が
受

講
し
た
先
生
の
中
世
日
本
文
学
に
関
す
る

一
連
の
授
業
は
､
今
で
も
鮮
明

に
深
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る
｡
『新
古
今
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
『徒

然
草
』
『方
丈
記
』
と
､
韻
文
散
文
に
関
わ
ら
ず
'
そ
の
面
白
-
深
み
の

あ
る
解
読
は
､
そ
の
後
教
師
と
な
っ
て
日
本
文
学
を
教
え
る
立
場
と
な
っ

た
私
の
講
義
に
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡

思
う
に
､
例
え
文
化
･文
学
的
に
影
響
と
被
影
響
の
関
係
を
確
認
で
き
､

日
本
古
典
文
学
と
の
共
通
性
を
多
か
れ
少
な
か
れ
持
つ
､
同
じ
東
ア
ジ
ア

漢
字
文
化
圏
に
生
き
る
中
国
人
に
と

っ
て
も
､
日
本
文
学
を
学
ぶ
際
に

も
っ
と
も
難
解
と
感
じ
る
の
は
和
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
中
で
も
特

に
近
づ
き
難
い
の
は
'
藤
原
定
家
が
撰
者
の
一
入
と
し
て
編
纂
し
た
､
い

わ
ゆ
る
八
代
集
の
最
後
を
飾
る

『新
古
今
和
歌
集
』
で
あ
ろ
う
｡
素
朴
な

『
万
葉
集
』
と
､
そ
れ
か
ら
漢
詩
漢
文
を
宮
廷
文
学
と
し
た
国
風
暗
黒
時

代
を
経
て
成
立
し
た

『
古
今
和
歌
集
』
に
比
べ
､
そ
の
三
百
年
後
に
編
纂

さ
れ
た

『新
古
今
』
か
ら
ほ
､
言
語
と
し
て
そ
の
高
度
な
成
熟
度
に
よ
っ

て
作
り
上
げ
ら
れ
た
耽
美
的
な
文
学
的
空
間
を
薄
々
と
感
じ
取
る
こ
と

は
で
き
る
の
だ
が
､
あ
ま
り
に
も
象
徴
的
で
繊
細
な
感
性
と
そ
の
華
や
か

な
技
巧
と
に
惑
わ
さ
れ
､
歌
の
意
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
や
は
り
困
難

で
あ
る
O
こ
の
こ
と
は
日
本
が
も
っ
と
も
独
特
な
文
学
世
界
を
作
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
｡

こ
の
『新
古
今
和
歌
集
』
の
､
い
わ
ゆ
る
新
古
今
調
を
作
り
上
げ
た
の
は
､

言
う
ま
で
も
な
-
藤
原
定
家
の
父
'
歌
学
者
か
つ
歌
人
と
し
て
当
代
の
歌

の
世
界
の
大
家
で
あ
っ
た
藤
原
俊
成
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
父
俊
戒
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た

｢幽
玄
｣
と

｢右
心
｣
を
継
承
し
な
が
ら
､
体
言
止
め
な

ど
の
巧
妙
な
技
法
を
駆
使
し
､
｢余
情
｣
を
響
か
せ
る
妖
艶
で
哀
愁
感
の

漂
う
歌
体
を
築
き
上
げ
た
の
が
'
藤
原
定
家
で
あ
る
｡
そ
の
詠
嘆
的
な
調

べ
は
､
鎌
倉
武
士
政
権
の
確
立
に
よ
る
王
朝
貴
族
社
会
の
凋
落
の
挽
歌
と

し
て
中
世
の
夕
暮
れ
の
空
に
響
き
渡
る
｡
従
っ
て
､
定
家
の
歌
を
読
み
解

-
こ
と
が
新
古
今
調
を
把
握
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
こ
と
は
､
間
違
い

な
い
の
で
あ
る
｡

▲
方
､
そ
の
新
古
今
詞
は
､
あ
た
か
も
欄
熟
し
た
晩
唐
の
､
李
商
隠
､

温
庭
均
に
よ
る
妖
艶
か
つ
耽
美
で
腺
腫
と
し
た
詩
風
を
防
排
と
さ
せ
る

と
こ
ろ
も
確
か
に
存
在
す
る
の
だ
が
'
と
こ
ろ
で
'
い
ざ
正
確
に
読
み
解

こ
う
と
す
る
と
'
事
情
が
違
っ
て
-
る
｡
長
ら
-
和
歌
文
学
の
伝
統
に
沈

潜
し
､
『新
古
今
』
に
至
る
ま
で
の
和
歌
文
学
の
知
識
を
丹
念
に
習
得
し

な
け
れ
ば
､
い
き
な
り
の
解
読
は
と
て
も
不
可
能
で
あ
る
｡
日
本
古
典
文

学
を
研
究
す
る
外
国
人
の
研
究
者
に
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
ろ
う
｡

だ
が
､
村
尾
誠

一
先
生
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た

『藤
原
定
家
』
は
､
こ

の
近
寄
り
難
い
定
家
と
い
う
常
識
を
-
つ
が
え
す
｡
定
家
の
歌
五
十
首
を

取
り
あ
げ
､

l
首
に
付
き
､
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
を
当
て
へ
右
か
ら

｢作
品

本
文
｣
｢出
典
｣
｢現
代
語
訳
｣
｢観
賞
｣
と
続
き
､
さ
ら
に

｢脚
注
｣
が
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付
-
｡
ま
た
､著
書
の
終
わ
り
に
は
定
家
の

｢略
歴
｣
｢略
年
譜
｣
に
続
き
､

著
者
の
村
尾
先
生
に
よ
る

｢解
説

･
藤
原
定
家
の
文
学
｣
｢読
書
案
内
｣
､

さ
ら
に
唐
木
傾
三
に
よ
る

｢古
京
は
す
で
に
あ
れ
て
新
都
は
い
ま
だ
な
ら

ず
｣
と
い
う
定
家
論
の
エ
ッ
セ
イ
も
収
め
る
｡
凝
っ
た
工
夫
の
丁
寧
な
定

家
鑑
賞
の
一
冊
と
な
っ
て
い
る
0

本
著
の

｢解
説
｣
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
定
家
の
歌
は
'
当

し
ん
き
ひ
き
と
た
る
三
フ
h

時
で
も

｢新
儀
非
拠
達
磨
歌
｣
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
'
伝
統
か
ら

逸
脱
し
た
難
解
さ
の
た
め
に
非
難
さ
れ
て
い
る
｡
だ
が
､
さ
す
が
に
長
年

中
世
文
学
'
特
に
定
家
研
究
に
力
を
込
め
て
研
究
成
果
を
築
き
上
げ
ら
れ

て
き
た
著
者
な
ら
で
は
の
仕
事
だ
｡
現
代
語
訳
も
そ
う
だ
が
､
解
読
観
賞

文
の
わ
か
-
易
さ
か
ら
み
れ
ば
､
著
者
の
長
期
に
渡
る
現
場
教
育
で
の
ご

経
験
も
活
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
初
心
者
に
と
っ
て
非
常
に

有
り
が
た
い
平
易
な
内
容
に
止
ま
ら
ず
､
よ
り
深
-
読
む
た
め
の
作
歌
の

背
景
説
明
と
先
行
研
究

へ
の
指
示
も
た
っ
ぷ
り
と
用
意
さ
れ
て
い
る
｡
実

に
見
事
と
い
う
の
が
､
こ
の
本
を
拝
読
し
た
あ
と
の
私
の
率
直
な
感
想
で

あ

る

｡
例
と
し
て
定
家
の
名
歌
'
『新
古
今
和
歌
集
』
に
載
る
t
か
の
｢三
夕
の
歌
｣

と
し
て
知
ら
れ
る

｢見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋

の
夕
暮
｣
に
つ
い
て
の
評
釈
の
一
部
を
挙
げ
よ
う
o
出
典
は

『新
古
今
和

歌
集
』
で
'
『源
氏
物
語
』
の
明
石
巻
と
の
関
連
な
ど
を
確
認
し
た
う
え

で
､
｢
こ
の
歌
の
場
合
､
さ
ら
に
中
世
的
な
美
意
識
を
代
表
す
る
歌
と
し

て
も
捉
え
る
こ
と
が
多
い
O
す
な
わ
ち
､
華
厳
な
物
を

山
切
そ
ぎ
落
と
し

Ty
ふ
b

た
世
界
の
美
し
さ
で
あ
,D
'
僅
茶
な
ど
に
も
つ
な
が
る
世
界
と
さ
れ
る
｡

√′ノ′
i
ノrハ
＼

茶
道
の
古
典
で
あ
る

『南
方
録
』
に
も
'
こ
の
歌
は
茶
の
湯
の
美
意
識
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
｣
と

l
般
諭
を
紹
介
し
な
が
ら
､

こ
の
歌
の
世
界
は

｢全
-
最
初
か
ら
何
も
華
や
か
な
物
の
な
い
風
景
を
考

え
る
の
で
は
な
-
'

一
度
読
ま
れ
た
花
や
紅
葉
の
華
麗
な
印
象
は
打
ち
消

さ
れ
な
が
ら
も
残
る
と
い
う
､
残
像
効
果
を
前
提
と
し
た
美
の
複
雑
な
あ

り
方
を
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
｣
と
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
読
者
を

深
読
み
へ
と
み
ち
び
-
｡
そ
し
て
､
｢
そ
れ
を
い
ち
早
-
表
現
し
得
た
作

品
が
こ
れ
で
あ
り
､
若
い
天
才
の
手
柄
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
｣
と
定

家
を
高
-
評
価
す
る
｡
確
か
に
､
こ
の
歌
を
作
っ
た
当
時
の
定
家
の
若
干

二
十
五
歳
と
い
う
若
さ
を
考
え
れ
ば
､
凄
い
天
才
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

､｣
○

～-∨
ま
た
､
例
え
ば

｢夕
暮
は
い
づ
れ
の
雲
の
な
ご
り
と
て
花
橘
に
風
の
ふ

-
ら
ん
｣
と

『新
古
今
』
｢夏
歌
｣
に
載
る
定
家
の
こ
の

l
首
に
つ
い
て
､

橘
の
香
は
昔
の
人
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

『古
今
集
』
以
来
の
恋
歌
の
伝
統

pJノ
･T-し

)ノ1
)h',1か

で
あ
る
と
説
明
し
､
夕
べ
の
雲
は
漢
籍
で
あ
る

『文
選
』
の

｢高
唐
賦
｣

j
さ
ん

に
出
て
-
る
'
雲
に
化
身
し
鉱
山
で
王
と

l
夜
を
共
に
し
た
美
女
の
イ

メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
と
解
説
｡
さ
ら
に
､
｢雲
の
な
ご
り
｣
と
い
う
歌
語

に
焦
点
を
当
て
､
｢故
人
の
な
ご
-
と
し
て
の
'
火
葬
の
煙
の
果
て
を
想

像
す
る
｣
と
し
て
､
『源
氏
物
語
』
｢夕
顔
巻
｣
の

｢見
し
人
の
煙
を
雲
と

な
が
む
れ
ば
夕
べ
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
｣
を
､
殆
ど
そ
の
本
歌
と
見

な
し
脚
注
に
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
る
｡
そ
の
上
に
､
本
歌
取
り
な
ど
の
技

法
を
駆
使
し
た
定
家
の
創
作
方
法
論
に
つ
い
て
､
｢古
歌
を
自
分
の
作
品

に
引
用
し
､
そ
の
引
用
さ
れ
た
作
品
の
上
に
立
ち
な
が
ら
､
自
ら
の
作

品
世
界
を
展
開
さ
せ
て
行
-
｣
(｢解
説
｣)
と
い
う
定
家
の

｢古
典
主
義
｣

を
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

定
家
の

｢古
典
主
義
｣
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
､
本
署
は

｢解
説
｣
に

お
い
て
､
中
世
に
お
い
て
和
歌
に
迫
ら
れ
た
改
革
と
い
う
問
題
に
関
し
て

和
歌
史
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
｡
万
葉
集
に
さ
か
の
ぼ
る
蓄
積
と
､
あ

ま
り
に
も
多
-
の
作
品
が
読
ま
れ
て
き
た
た
め
に
定
型
が
す
で
に
出
来
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上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
和
歌
が
新
た
な
秀
歌
を
生
む
環
境
的
な
難
し

さ
を
指
摘
し
た
上
で
､
そ
の
環
境
に
置
か
れ
た
当
時
の
歌
人
の
困
惑
と
'

幕
府
の
政
治
的
な
優
位
の
確
立
と
と
も
に
不
安
定

へ
と
余
儀
な
-
さ
れ

た
買
族
生
活
の
中
で
'
定
家
は
再
出
発
を
図
る
た
め
に

｢寛
平
以
往
｣
の

六
歌
仙
時
代
の

｢破
格
な
面
｣
｢野
性
味
｣
に
新
生
の
カ
を
求
め
た
と
解

説
さ
れ
て
い
る
｡
著
書
の
最
後
に
付
録
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
唐
木
順

三
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
､
定
家
の
歌
風
の
確
立
は
さ
ら
に

｢現
実
生
活

と
の
断
絶
の
上
に
始
め
て
成
立
す
る
｣
と
い
う
論
が
紹
介
さ
れ
る
｡

私
と
し
て
は
､
本
署
を
拝
読
し
､
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
､
や
は
り
定
家

の
決
め
手
と
言
え
る
本
歌
取
-
と
い
う
技
法
で
あ
る
｡
本
歌
取
-
の
試
行

は
､
確
か
に
古
今
集
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
､
漢
詩
の

｢典
故
｣
技
法
と

異
曲
同
工
の
趣
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
技
法
は
､
古
き
と
新
し

き
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い
に
よ
-
､
限
ら
れ
た
短
い
詩
歌
の
世
界

を
膨
ら
ま
せ
､
よ
り
内
容
の
豊
か
な
感
情
の
表
出
に
貢
献
し
た
の
み
な
ら

ず
､
失
わ
れ
た
古
き
良
き
昔

へ
と
戻
る

｢懐
古
｣
の
装
置
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
り
､
そ
こ
に
王
朝
貴
族
社
会

へ
の
望
郷
の
念
を
読
む
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
｡

(黄
少
光
)
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