
忠
こ
そ
巻
に
お
け
る

和
歌
表
現
の
方
法　

―『
古
今
和
歌
六
帖
』と
の
関
わ
り
を
中
心
に
―

�
内 
藤 

英 

子
　

一
条
北
の
方
と
橘
千
蔭
の
和
歌
の
贈

答
を
中
心
に
、
忠
こ
そ
巻
の
和
歌
表
現

の
方
法
に
つ
い
て
、『
古
今
和
歌
六
帖
』

と
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
察
す
る
。
ま

ず
、
歌
語
「
浅
茅
」「
葎
」「
蓬
」
の
忠

こ
そ
巻
で
の
意
味
を
『
古
今
六
帖
』
第

六
帖
「
草
」
部
の
歌
題
と
の
関
わ
り
か

ら
考
察
す
る
。
次
に
「
菅
原
伏
見
の
里
」

の
意
味
を
そ
の
引
歌
か
ら
考
え
、
さ
ら

に
、
忠
こ
そ
巻
の
和
歌
が
歌
語
の
連
想

に
よ
り
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
と
、『
古
今
六
帖
』
の
歌

題
内
の
歌
の
連
な
り
が
和
歌
表
現
に
影

響
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

茨
木
の
り
子
の

詩
人
と
し
て
の
人
格
の
形
成

―
豊
か
な
感
受
性
か
ら
軍
国
少
女
へ
、

　

死
の
意
識
か
ら
対
話
の
希
求
へ
―

�

熊 

谷 

誠 

人
　

二
〇
二
二
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ

た
茨
木
の
り
子
の
特
集
番
組
に
参
加
し

た
こ
と
で
、
彼
女
の
少
女
期
を
通
史
的

に
と
ら
え
直
し
た
。茨
木
の
少
女
期
を
、

Ａ
豊
か
な
感
受
性
が
育
ま
れ
た
小
学
校

時
代
・
Ｂ
軍
国
少
女
に
な
り
お
お
せ
て

い
た
高
等
女
学
校
時
代
・
Ｃ
死
の
意
識

か
ら
の
再
生
を
果
た
し
た
専
門
学
校
時

代
の
三
期
に
分
節
化
し
、
そ
の
変
容
を

考
察
す
る
こ
と
で
、
詩
人
と
し
て
の
人

格
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
を
論
じ
た
。
そ
の
中
で
詩
「
わ
た

し
が
一
番
き
れ
い
だ
っ
た
と
き
」
に
描

か
れ
て
い
る
原
体
験
に
つ
い
て
述
べ
た
。

貝
原
益
軒「
本
草
綱
目
品
目
」・

貝
原
好
古『
和
爾
雅
』に
お
け
る

俚
言

―
益
軒
『
大
和
本
草
』
と
の
対
照
―

�

鬼 

頭 

祐 

太
　

貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』
の
記
述
を

参
考
に
貝
原
益
軒
「
本
草
綱
目
品
目
」、

貝
原
好
古
『
和
爾
雅
』
両
書
に
お
け
る

俚
言
の
利
用
を
検
討
し
た
。「
本
草
綱

目
品
目
」
で
俚
言
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
の
は
四
箇
所
あ
る
が
、
そ
の
他
に

俚
言
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
箇
所
は

な
か
っ
た
。『
和
爾
雅
』
は
一
例
を
除

い
て
明
示
さ
れ
な
い
。
対
照
の
結
果
、

「
本
草
綱
目
品
目
」
に
は
五
一
例
、『
和

爾
雅
』
に
は
五
九
例
の
俚
言
の
利
用
が

認
め
ら
れ
た
。
特
に
益
軒
・
好
古
の
出

身
地
で
あ
る
筑
前
（
筑
紫
）
の
俚
言
が

多
数
確
認
で
き
た
。
こ
の
結
果
は
彼
ら

の
学
問
に
彼
ら
の
出
身
地
が
影
響
し
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

―  
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「
お
き
る
／
お
こ
る
」
と

「
お
こ
す
」
に
お
け
る

自
他
対
応
関
係
の
史
的
変
遷

�

平 

野 

　 

杏
　

日
本
語
の
自
動
詞
「
お
き
る
」「
お

こ
る
」
と
他
動
詞
「
お
こ
す
」
は
、
互

い
に
対
応
す
る
意
味
を
持
つ
。
こ
の
三

語
は
自
動
詞
と
他
動
詞
が
一
対
一
の
対

応
を
持
つ
他
の
多
く
の
日
本
語
の
動
詞

と
異
な
り
、
自
動
詞
二
つ
と
他
動
詞
一

つ
が
対
応
す
る
動
詞
群
で
あ
る
。
こ
の

研
究
で
は
、
自
動
詞
の
主
語
と
他
動
詞

の
目
的
語
に
着
目
し
て
調
査
を
行
っ

た
。
有
情
物
と
非
情
物
の
両
方
を
対
象

に
取
る
「
お
こ
す
」
と
の
対
応
を
観
察

し
、「
お
き
る
」
は
主
に
有
情
物
を
主

語
と
し
「
お
こ
る
」
は
主
に
非
情
物
を

主
語
に
取
る
と
い
う
よ
う
に
、
意
味
を

分
担
し
て
担
っ
て
い
た
の
が
、
明
治
時

代
以
降
徐
々
に
重
な
り
を
見
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

近
世
後
期
に
お
け
る

テ
ク
レ
ル
・
テ
モ
ラ
ウ
の

非
恩
恵
用
法

�

山 

口 

響 

史
　

本
論
文
で
は
、
近
世
後
期
に
み
ら
れ

る
テ
ク
レ
ル
・
テ
モ
ラ
ウ
の
非
恩
恵
用

法
（
複
文
の
形
を
と
る
も
の
）
の
違
い

を
明
ら
か
に
し
た
。
近
世
後
期
資
料
の

調
査
の
結
果
、
テ
モ
ラ
ウ
の
非
恩
恵
用

法
は
与
え
手
が
聞
き
手
で
あ
る
場
面
で

用
い
ら
れ
、
丁
寧
語
を
伴
う
場
合
が

あ
っ
た
。
一
方
、
テ
ク
レ
ル
の
非
恩
恵

用
法
は
与
え
手
が
聞
き
手
と
な
る
場
面

で
も
な
ら
な
い
場
面
で
も
用
い
ら
れ
、

丁
寧
語
は
伴
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の

調
査
の
結
果
か
ら
、
テ
モ
ラ
ウ
の
非
恩

恵
用
法
は
テ
ク
レ
ル
の
非
恩
恵
用
法
に

比
し
て
相
対
的
に
聞
き
手
（
与
え
手
）

へ
の
配
慮
的
な
機
能
が
強
い
用
法
で

あ
っ
た
と
考
察
し
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
文
献
・

ロ
ー
マ
字
本
の
ウ
段
長
音
表
記

変
遷
に
つ
い
て

�

千 

葉 

軒 

士
　

本
稿
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
・
ロ
ー

マ
字
本
に
お
け
る
ウ
段
長
音
表
記
の
変

遷
の
要
因
と
し
て
印
刷
の
影
響
に
つ
い

て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
段
長
音

表
記
対
応
箇
所
に
複
数
の
ア
セ
ン
ト
符

号
が
併
用
さ
れ
た
の
は
、
版
面
担
当
者

の
最
終
判
断
で
許
容
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
版
面
担
当
者
が
こ
の
対
応
を

と
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
ウ
段
長
音
に

オ
段
長
音
の
よ
う
な
音
韻
的
対
立
が
見

ら
れ
な
い
た
め
で
、
本
語
に
お
け
る
ア

セ
ン
ト
符
号
の
利
用
と
同
様
に
ｕ
の
上

に
何
ら
か
の
マ
ー
ク
を
付
す
こ
と
で
視

覚
的
に
単
な
る
ｕ
と
は
異
な
る
こ
と
を

明
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
た
め
で

あ
る
。
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