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霞
郁
た
る
み
そ
ひ
と
文
字
の
世
界

ー
王
朝
和
歌
の
「
か
を
る」
「
に
ほ
ふ」
を
中
心
に
｜

北
沢

真
優

は
じ
め
に

筆
者
は
高
校
の
古
典
の
授
業
を
通
し
て 、
古
典
そ
の
も
の
は
も

ち
ろ
ん 、
そ
の
背
景
に
あ
る
文
化
と
い
う
も
の
に
興
味
を
持
っ
た 。

な
か
で
も
前
添
房一
江
氏
の
著
書 ー
を
通
し 、
現
代
と
は
具
な
る

「
香」
と
い
う
文
化
を
知
り 、
中
世
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
感
覚

で
「
か
を
り」
や
「
に
ほ
ひ」
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
い
た
の
か

と
い
う
疑
問
を
持
っ
た 。

本
研
究
は
そ
の
疑
問
を 、
和
歌
表
現
を
通
し
て
考
察
し
た
も
の

で
あ
る 。
八
代
集
の
和
歌
の
中
に
お
い
て
「
か
を
り」
や
「
に
ほ

ひ」
が
詠
ま
れ
て
い
る
用
例
は
決
し
て
多
く
な
い
が 、
そ
の
中
で 、

こ
れ
ら
の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
変
化
し
て
い
っ
て
い
た

の
か 。
そ
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
で 、
和
歌
表
現
に
お
け
る
喚
覚
表

現
の
変
遷
を
辿
り 、
特
質
の一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿

の
目
的
で
あ
る 。

薫
り
立
つ
「
桜」
l－
か」
か
ら「
か
を
る
二
に
ほ
ふ」
へ
｜

八
代
集
に
お
い
て
「
か
を
る」
「
か
を
り」
「
香」
「
に
ほ
ふ」
「
に

ほ
ひ」
と
い
っ
た
喋
覚
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
和
歌
を
抽
出
し

た
結
果 、
喚
覚
表
現
を
使
用
し
た
和
歌
は
ニ
O
九
首
あ
り 、
そ
の

中
で
喚
覚
表
現
を
用
い
詠
ま
れ
て
い
る
景
物
は
「
梅」
が
最
も
多

く
八
二
首 、
続
い
て
「
桜」
が
五
O
首 、
「
橘（
花
橘
ご
が一
人
首

詠
ま
れ
て
い
る 。
な
か
で
も
視
覚
に
よ
る
賞
美
の
対
象
で
あ
っ
た

「
桜」
は 、
『
金
葉
和
歌
集』
を
境
に 、
そ
れ
ま
で
嘆
覚
表
現
を
用

い
て
詠
ま
れ
る
「
梅」
と
歌
数
に
お
い
て一屑
を
並
べ
る
傾
向
が
認

め
ら
れ
る 。

『
和
歌
植
物
表
現
事
典』
に
お
い
て

に
整
理
さ
れ
て
い
る 。
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「
桜」
は 、
以
下
の
よ
う

「
桜」
は
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
そ
の
美
し
さ
以
上
に
呪
術

的
意
味・
機
能
が
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た 。
そ
の
開
花
は
秋

の
豊
穣
を
占
う
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た 。
ま
た 、
「
花

と
い
え
ば
桜」
と
な
る
の
は
平
安
朝
以
降
で
あ
る 。
2

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
八
代
集 、
な
か
で
も
前
半
の
勅
撰
集
に
は
顕



著
に
表
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 。
『
古
今
和
歌

集』
に
お
い
て
「
桜」
が
抽
出
対
象
の
表
現
（「
か」「
か
を
る」「
に

ほ
ふ」）
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
例
は
次
の
二
首
に
と
ど
ま
る 。

桜
の
下
に
て 、
年
の
老
い
ぬ
る
事
を
嘆
き
て 、

色
も
香
も

お
な
じ
昔
に

さ
く
ら
め
ど

年
ふ
る
人
ぞ

あ
ら
た
ま
り
け
る

（
春
上・
五
七・
紀
友
則）

こ
と
な
ら
ば

君
止
る
べ
く

凶岡阿な
む

か
へ
す
は
花

憂
き
に
や
は
あ
ら
ぬ
（
離
別
歌・
三
九
五・
幽
仙
法
師）

よ
め
る

の
対
象
の
表
現
が
喚
覚
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は 、
前
者

の
み
で
あ
る 。
こ
れ
に
つ
い
て
片
岡
智
子
氏
は 、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る 。

『
古
今
集』
に
お
い
て
は
視
覚
表
現
と
嘆
覚
表
現
の
混
同
を

避
け
る
た
め 、
先
述
の
色
と
香
り
の
歌
の
よ
う
に
必
ず
「
香」制叫州斗剖叶剖叫州利樹剥剖利引斗剖同制寸
寸川剖dー

そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は 、
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
か 、
そ
れ
と
も
万
葉
語
で
あ
る
「
に
ほ
ふ」
本
来

の
語
義
だ
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る 。
3

殊
に
「
桜」
は
古
代
よ
り「

桜
狩
り」
な
ど 、
そ
の
美
し
さ
を
視
覚

に
よ
り
賞
品一一目
す
る
景
物
で
あ
っ
た4 0
そ
の
た
め
「
桜」
に
お
い

て
は 、
後
者
の
よ
う
に
視
覚
的
意
味
を
そ
の
語
源
に
持
つ
「
に
ほ

ふ」
を
用
い
て
視
覚
的
な
美
し
さ
を
表
現
し 、
前
者
で
は
「
香」

を
用
い
て
淡
い
香
り
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
表
現
す
る
と
い
う

区
分
が
平
安
時
代
に
お
い
て
は 、
あ
る
程
度
な
さ
れ
て
い
た
と
推

察
さ
れ
る 。

こ
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集』
に
お
い
て 、
喚
覚
表
現
が
使
い

分
け
ら
れ
て
い
た
「
桜」
で
あ
る
が 、
の
ち
の
勅
撰
和
歌
集
に
な

る
に
つ
れ
て
詠
ま
れ
る
歌
数
が
増
え
る
こ
と
で 、
そ
の
嘆
覚
表
現

が
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る 。
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な
り
に
け
り

吋吋材”に

た
づ
ね
つ
る

花
の
あ
た
り
に

し
る
し

春
の
や
ま
風

（
千
載・
春
歌
上・
四
六・
崇
徳
院
御
製）

花
の
創刊
に

衣
は
深
く

な
り
に
け
り

木
の
下
陰
の

風

の
ま
に
ま
に

（
新
古
今・
春
歌
下・
一
一
一
・

紀
貫
之）

千
五
百
番
歌
合
に

風
通
ふ

寝
覚
め
の
袖
の

の
夜
の
夢

（
新
古
今・
春
歌
下・
一

花
の
香
に

ill 
春

一
二・
皇
太
后
宮
太
夫
俊
成
女）



こ
れ
ら
の
和
歌
の
表
現
（「
香」「
か
を
る
こ
に
ほ
ふ」）
は
全
て
喚

覚
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が 、
『
古
今
和
歌
集』
と
は
具
な

り 、
『
千
載
和
歌
集』
で
は
「
に
ほ
ふ」 、
『
新
古
今
和
歌
集』
の
紀

貫
之
の
例
歌
で
は
「
香」 、
俊
成
女
歌
で
は
「
か
を
る」
と
い
う

語

が
使
用
さ
れ
て
い
る 。
こ
れ
ら
の
例
歌
か
ら
す
れ
ば 、
「
桜」
を
詠

む
歌
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
「
桜」
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
喚
覚

要
素
を
表
現
す
る
こ
と
に
意
識
が
顕
在
化
し 、
喚
覚
に
よ
る
桜
の

表
現
方
法
が
多
様
化
し
た
と
推
察
さ
れ
る ロ

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
す
れ
ば 、
元
来
視
覚
的
な
美
し
さ
を
表
現

す
る「
に
ほ
ふ」
に
対
し
て
喚
覚
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
来
る
の

は 、
『
古
今
和
歌
集』
以
降
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り 、
一
般
化
し
て

い
く
と
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 。

さ
ら
に 、
喚
覚
表
現
を
用
い
た
「
桜」
を
詠
む
歌
に
は 、
そ
の

淡
い
香
り
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
み
な

ら
ず 、
「
霞」
や
物
理
的
な
「
距
離」
に
よ
り
視
覚 、が
制
限
さ
れ
て

い
る
例
歌
や 、
見
立
て
に
よ
る
「
雪」
「
雲」
な
ど
に
よ
り
制
限
さ

れ
て
い
る
歌
が
あ
る 。

京
極
前
太
政
大
臣
家
に
歌
合
し
侍
り
け
る
に
よ
め
る

く
れ
な
ゐ
の

薄
花
ざ
く
ら

吋同叫す
は

み
な
白
雲
と

み
て
や
過
ぎ
ま
し

（
詞
花・
春・
一
八・
康
資
王
母）

「
桜」
が
に
お
わ
な
け
れ
ば
白
い
雲
だ
と
思
っ
て
通
り

過
ぎ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う 、
と
「
桜」
を
「
雲」
に
見
立
て
る
技

法
を
用
い
て
い
る 。
植
物
は
動
物
と
違
い
「
鳴
き
声（
音）」
と
い

う
要
素 、が
な
い 。
そ
の
た
め 、
視
覚
の
次
に
喚
覚
要
素
が
そ
の
景

物
の
重
要
な
構
成
要
素
に
な
る 。
視
覚
的
に
美
し
さ
を
持
つ
「

桜」

を
あ
え
て
見
立
て
や
紛
れ
に
よ
り
隠
す
こ
と
で 、「
香
り
ま
で
も
良

い」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
景
物
が
持
つ
美
し
さ
を 、
視
覚
だ
け
で

は
な
く
嘆
覚
の
要
素
に
お
い
て
も
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り 、
一
層

強
調
し
て
対
象
景
物
の
美
し
さ
を
表
現
し 、
技
巧
的
な
作
品
に
仕

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る 。
そ
の
た
め
に
見
立
て
や
紛
れ
が
用
い
ら

れ
て
い
る
歌
の
な
か
で 、
喚
覚
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る 。

こ
の
よ
う
に
「
桜」
を
詠
む
作
品
を
通
し
て
喋
覚
表
現
を
見
て

い
く
と 、
『
古
今
和
歌
集』
や『
後
撰
和
歌
集』
に
お
い
て
は
「
呑」

と
い
う

語
で
表
現
さ
れ
て
お
り 、
「
桜」
が
詠
ま
れ
る
数
が
増
え
る

と
と
も
に
「
か
を
る」
や
「
に
ほ
ふ」
な
ど
が
喚
覚
表
現
に
取
り

込
ま
れ
て
表
現
の
多
様
化
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

さ
ら
に 、
景
物
が
持
つ
美
し
さ
を
強
調
す
る
た
め 、
景
物
を
視
覚

で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
情
景
の
設
定
を
意
図
的
に
お
こ
な
い 、

喚
覚
表
現
に
よ
る
対
象
の
取
り
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

こ
こ
で
は
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混
在
と
多
犠
性
の
「
梅」



「
梅」
は
和
歌
積
物
の
中
で
最
も
多
く
嘆
覚
表
現
を
用
い
て
詠

ま
れ
て
い
る
和
歌
植
物
で
あ
る 。
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典』
で
は 、

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る 。

「
梅」
と
い
う

植
物
は
八
世
紀
頃
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た

と
さ
れ
て
い
る 。
和
歌
に
お
い
て
も
制
作
年
代
が
明
ら
か
な

歌
は
すべ
て
平
城
遷
都
以
後
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る 。
し
た

が
っ
て

」捌叶4け引樹側同判斗剥剖ベ什刻到司副珂国欄樹削剥利引叫叫叶制寸剖「可制調凶阿削樹剣同利引制判引制1樹相叫矧寸→割叶剖到調利引例叫対州

割叫叶樹捌叫寸寸刻4lそ
れ
は
他
の
花
々
を
圧
す
る
梅
花

の
強
烈
な
香
り
に
対
す
る

刈判叫劃劇科剖叫剖剖刻明例

制叫剖刻制対制調叫判
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る 。
こ

と
に
晴
閣
の
中
で
花
の
姿
を
見
せ
ず
に
香
る
と
い
う

趣
向
は

以
降
の
人
々
の
心
を
深
く
と
ら
え
た 。

ま
た 、
そ
の
香
り
は
人
の
黛
き
し
め
た
薫
香
に
重
ね
ら
れ 、

花
か
ら
袖
へ
の
移
り
香
が
好
ん
で
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た 。
平
安
初
期
に
は
歌
材
と
し
て
の
紅
梅
が
加
わ
り 、

梅
を

よ
む
歌
の
内
容
に一
大
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る 。
源
氏
物
語

よ
り
香
り
の
点
で
は
紅
梅
は
白
梅
に
劣
る
と
い
う
の
が
当
時

の
常
識
で
あ
っ
た
が 、
種
と
し
て
の
新
鮮
さ
だ
け
で
な
く 、

紅
涙
の
比
喰
と
し
て
も
う
っ
て
つ
け
の
素
材
と
さ
れ 、
紅
梅

の
方
が
恋
歌
に
多
用
さ
れ
て
い
る 。

刑制矧叫同斗樹叫割〕

州制剖剥け剖剖剖剖判制州剖制寸
寸川剖叶1
5

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
「
梅」
を 、
八
代
集
を
対
象
と
し
て
み

て
い
く
と 、
嘆
覚
表
現
を
詠
む
「
梅」
は
八
二
首
あ
り 、
そ
の
う

ち
七
三
首 、
つ
ま
り
八
九
パ
ー

セ
ン
ト

が
嘆
覚
表
現
を
用
い
詠
ま

れ
て
い
る 。

折
り
つ
れ
ば

袖
こ
そ
に
ほへ

に

う
ぐ
ひ
す
の
な
く

梅
の
花

あ
り
と
や
こ
こ
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（
古
今・
春
上・
三
二・
よ
み
人
し
ら
ず）

色
よ
り
も

割
こ
そ
あ
は
れ
と

思
ほ
ゆ
れ

誰
が
袖
ふ
れ

し

宿
の
梅
ぞ
も
（
古
今・
春
上・
三
三・
よ
み
人
し
ら
ず）

こ
の
二
首
は
『
古
今
和
歌
集』
に
お
い
て 、
「
に
ほ
へ」「
香」
が
喚

覚
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り 、
い
ず
れ
も
「
梅」
を
詠
む 。

こ
れ
は
先
に
述
べ
た「
桜」
と
の
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う 。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら 、
視
覚
で
愛
で
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た「
桜」

に
対
し 、
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
梅」
は

嘆
覚
を
通
し
て
愛
で
る
こ
と
が一
般
的
で
あ
っ
た 。
嘆
覚
を
適
し

て
表
現
す
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
た
め
に 、
「
桜」
の
よ
う
に「
に



ほ
ふ」
の
意
味
を
区
別
し
な
く
と
も
喚
覚
を
表
現
し
て
い
る
こ
と

が
前
提
と
な
っ
て
お
り 、
「
香」
と
「
に
ほ
ふ」
と
を
使
い
分
け
す

る
必
要
性
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。

「
梅」
に
お
い
て
明
確
に
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

「
に
ほ
ふ」
で
あ
る
が 、
そ
の
意
味
を
喚
覚
表
現
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
使
わ
れ
方
と
し
て 、
「
梅」
の
香
り
を
表
現
す
る

他
に 、「
色」
と「
香」
を
同
時
に
詠
む
場
合
に
使
用
さ
れ
る
例
と 、

景
物
を
擬
人
化
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
と

が
あ
る 。

紅
梅
の
花
を
見
て

紅
に

倒
を
ば
変
へ
て

梅
の
花

扇町ぞ
こ
と
ご
と
に

叫

吋吋ぎ
り
け
る

（
後
撰・
春
上・
四
四・
凡
河
内
弟
恒）

村
上
御
時 、
御
前
の
紅
梅
を
女
蔵
人
ど
も
に
よ
ま
せ
さ

せ
た
ま
ひ
け
る
に

梅
の
花

笥
は
こ
と
ご
と
に

同岡阿ね
ど

う
す
く
こ
く

こ
そ

剖
は
咲
き
け
れ（
後
拾
遺・
春
上・
玉
四・
清
原
元
輔）

い
ず
れ
も
「
に
ほ
ふ」
を
用
い 、
「
色」
と
「
香」
と
を
対
比
的
に

詠
み
込
ん
で
い
る
例
で
あ
る 。
「
に
ほ
ふ」
は
『
古
語
大
辞
典』
を

参
照
す
る
と 、
次
の
よ
う
に
六
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る 。

①
赤
く
色
づ
く 。
美
し
く
色
づ
く 。

②
美
し
い
色
に
輝
く 。
照
り

輝
く 。
照
る 。

＠
輝
く
よ
う
に
美
し
い 。
若
々
し
い
魅
力
を
発
散
し
て
い
る 。

④（
赤
土
や
花
な
ど
の）
色
が
他
に
照
り
映
え
る 。

⑤
恩
恵
を
受
け
て
栄
え
る 。

⑤
よ
い
匂
い
が
す
る 。
香
気
が
漂
う 。
6

喚
覚
表
現
（
⑤）
よ
り
も
視
覚
表
現
（
①
1

⑤）
が
語
義
と
し
て

先
行
し
て
い
た
と
言
え
る 。
こ
の
よ
う
に 、
視
覚
的
な
美
し
さ
を

表
現
す
る
意
味
が
先
行
し
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば 、

喋
覚
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
聞
き
手
に
視
覚

的
な
美
し
さ
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る 。
そ
の
た
め 、
「
香」
（
喚
覚）
の
美
し
さ
を
表
現
し
な
が
ら
も

「
色」
（
視
覚）
の
美
し
さ
を
同
時
に
詠
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

の
だ
ろ
う 。
こ
の
よ
う
に
「
色」
と
「
香」
と
が
「
に
ほ
ふ」
に

よ
っ
て
多
角
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で 、
一
首
の
中
で
表
現
さ
れ

て
い
る
と
推
察
さ
れ
る 。
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四

技
巧
を
駆
使
す
る
「
梅」

流
さ
れ
侍
り
け
る
時 、
家
の
梅
の
花
を
見
侍
り
て

東
風
吹
か
ば

吋剖叫”
を
こ
せ
よ

梅
の
花

主
な
し
と
て



春
を
忘
る
な

（
拾
遺・
雑
春・
一
O
O
六・
贈
太
政
大
臣）

山
里
の
梅
花
を
よ
み
侍
り
け
る

梅
の
花

垣
根
に

同同判
山
里
は

ゆ
き
か
ふ
人
の

心

を
ぞ
み
る

（
後
拾
遺・
春
上・
五
人・
賀
茂
成
助）

こ
の
二
首
は
「
梅
の
花」
を
擬
人
化
し
「
に
ほ
ふ」
を
用
い
て

そ
の
香
り
を
詠
む
例
歌
で
あ
る 。
前
者
に
お
い
て
は
「
梅
花」
に

対
し
「
に
ほ
ひ
を
こ
せ」
「
春
を
忘
る
な」
と
主
人
に
そ
の
香
り
を

届
け
る
こ
と
を
命
令
し
て
お
り 、
後
者
に
お
い
て
は
「
梅
の
花」

が
「
ゆ
き
か
ふ
人
の
心」
を
見
る
と
い
う
よ
う
に 、
い
ず
れ
も
擬

人
化
さ
れ
た
「
梅
の
花」
を
詠
ん
で
い
る 。

植
物
自
体
が
擬
人
化
さ
れ
る
例
は 、
「
橘」
や
「
桜」
で
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
が 、
こ
の
よ
う
に
「
に
ほ
ふ」
を
使
用
し
て
景

物
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
例
は 、
他
の
植
物
で
は
指
摘
で
き
な
い 。

「
梅」
や
「
桜」 、
「
橘」
と
い
っ
た
植
物
が
庭
木
と
し
て
広
く
平

安
貴
族
の
邸
の
庭
に
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば 、
こ
れ

ら
の
植
物
が
邸
の
主
人
（
あ
る
い
は
庭
の
主
人）
と
し
て
擬
人
化

さ
れ
る
要
素
を
内
包
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る 。
そ
の
中
で
「
梅」

が
「
に
ほ
ふ」
を
用
い
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
「
梅」

と
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
「
香（
こ
う

ご
と
の
関
連
も
指
摘

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
平
安
時
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た

香
に
「
梅
花
香」
が
存
在
し
て
い
た 。
そ
の
香
り
が
「
梅」
の
香

り
と
強
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
と
は
そ
の
名
前
か
ら
も
容
易
に

推
察
さ
れ
る 。
つ
ま
り 、
そ
の
香
り
に
よ
っ
て
「
梅」
自
体
を
「
梅

花
香」
を
使
用
し
て
い
た
人
に
見
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う 。
そ
の
香
に
よ
っ
て
人
を
想
起
す
る
と
い
う
要
素
を

「
梅」
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も 、
喋
覚
的
意
味
の
「
に
ほ

ふ」
が
使
わ
れ
擬
人
化
さ
れ
た
例
歌
が
詠
ま
れ
た
理
由
の一
つ
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 。

「
梅」
と
い
う
景
物
を
遇
し
て
嘆
覚
表
現
を
見
て
い
く
と 、「
桜」

と
比
較
し
て
喋
覚
表
現
は
景
物
の
特
徴
に
よ
り

使
わ
れ
方
が
異
な

っ
て
い
る 。
さ
ら
に
「
に
ほ
ふ」
に
は
「
色」
と
「
香」
と
を
同

時
に
詠
む
場
合
と 、
「
梅」
を
擬
人
佑
す
る
場
合
が
あ
り 、
単
純
に

喚
覚
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く 、
そ
の
表
現
の
特
徴
を
最
大
限
に

引
き
出
し
て
和
歌
表
現
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
も
効
果
的
で
あ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う 。
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五

お
わ
り
に

本
研
究
に
お
い
て
八
代
集
の
和
歌
表
現
を
も
と
に
平
安
時
代
の

人
々
の
喚
覚
表
現
に
つ
い
て
分
析 、
考
察
し
て
き
た 。

八
代
集
に
お
い
て
平
安
時
代
の
人
々
は
お
も
に「
梅」「
桜」「
橘」

と
い
っ
た
植
物
の
「
か
を
り」
や
「
に
ほ
ひ」
を
と
お
し
て 、
見

立
て
や
紛
れ
の
よ
う
な
技
巧
を
用
い
て 、
そ
の
芳
香
を
賞
美
し
た



り 、
そ
の
香
り
に
昔
の
思
い
出
を
重
ね
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。

さ
ら
に 、
対
象
と
な
っ
て
い
る
景
物
等
に
よ
っ
て
嘆
覚
表
現
を
使

い
分
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る 。
彼
ら
は

決
し
て
多
く
の
「
か
を
り」
や
「
に
ほ
ひ」
を
和
歌
に
詠
む
こ
と

は
し
な
か
っ
た 。
し
か
し

確
実
に
時
の
流
れ
と
共
に
嘆
覚
表
現
を

豊
か
に 、
使
い
分
け
な
が
ら 、
そ
し
て
変
化
さ
せ
な
が
ら 、
和
歌

に
お
け
る
喋
覚
表
現
の
拡
大
を
進
め
た
の
だ
ろ
う 。
喚
覚
と
い
う

感
覚
を
通
し
て
自
然
の
景
物
の
中
に
自
分
の
感
情
を
詠
ん
で
い
た

の
で
あ
る 。
こ
う
い
っ
た
感
性
は
現
代
の
私
た
ち
に
は
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 。

そ
の
後 、
喋
覚
表
現
は
人
々
の
間
で
ど
の
よ
う
な
感
覚
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か 。
こ
の
点
は
今
後
の
課

題
と
な
る 。
そ
れ
は
八
代
集
に
続
く
十
三
代
集
を
同
じ
よ
う
に
み

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て 、
あ
る
程
度
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る 。
ま
た 、
人
聞
が
持
つ
他
の
感
覚
で

あ
る
視
覚
や
聴
覚 、
触
覚 、
さ
ら
に
は
味
覚
と
い
う
も
の
が
詠
ま

れ
て
い
る
和
歌
と
比
較
し
て
い
く
こ
と
で
さ
ら
に
喚
覚
に
よ
っ
て

対
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か 、
さ
ら
な
る
分
析
が
可
能

に
な
る
だ
ろ
う 。
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