


和
歌
の
精
神
が
今
の
世
の
中
に
も

昨
日
の
本
格
的
な
雨
の
お
陰
で
勢
い
づ

い
た
の
か
、
今
朝
校
長
室
の
窓
か
ら
外
に

目
を
や
る
と
、
ツ
ツ
ジ
が
見
事
に
花
を
咲

か
せ
、
朝
陽
を
浴
び
て
い
ま
し
た
。
草
花

た
ち
は
、
マ
イ
ペ
ー
ス
で
命
の
営
み
を
進

め
て
い
る
よ
う
で
す
。

前
回
ま
で
話
し
た
芭
蕉
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
ネ
タ
が
あ
り
ま
す
が
、

田
中
先
生
の
授
業
を
奪
っ
て
し
ま
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
皆
で
学
ぶ
授

業
を
楽
し
み
に
し
て
お
い
て
ね
。
芭
蕉
に

つ
い
て
君
た
ち
が
少
し
で
も
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
ら
、
私

と
し
て
は
と
て
も
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

と
い
う
わ
け
で
、
今
日
は
違
う
話
題
に
し
ま
す
ね
。
違
う

話
題
と
い
っ
て
も
、
古
典
に
関
係
が
あ
る
の
で
す
よ
。
今
日

の
私
の
文
章
を
読
ん
で
、
「
ど
れ
ど
れ
、
教
科
書
を
見
て
み

よ
う
か
な
」
と
思
っ
て
く
れ
た
ら
幸
い
で
す
。

連
休
中
に
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
い
た
ら
、
あ
る
ス

ポ
ー
ツ
選
手
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
た
人
が
、
次
の
よ

う
に
尋
ね
て
い
ま
し
た
。

「
優
勝
が
決
ま
っ
た
と
き
は
、
ど
ん
な
気
も
ち
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
」

こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
に
限
ら
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
な

る
と
多
く
の
日
本
人
が
「
気
も
ち
」
を
聞
き
ま
す
よ
ね
。
そ

の
た
び
に
、
「
日
本
人
は
、
ど
う
し
て
気
も
ち
を
聞
き
た
が

る
の
だ
ろ
う
」
「
気
も
ち
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
な
ん
だ
ろ
う

か
」
と
、
私
は
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
そ

う
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
が
気
も
ち
を
探
る
傾
向
に
あ
る
の
は
、

今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
遠
く
千

年
以
上
前
か
ら
日
本
人
の
生
活
の
一
部
に
な
っ
た
和
歌
（
短

歌
は
和
歌
の
一
つ
で
す
。
「
短
」
が
あ
れ
ば
「
長
」
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
以
外
の
歌
も
あ
り
ま
す
。
授
業
で

「
長
歌
」
が
出
て
き
ま
す
か
ら
ね
。
お
楽
し
み
に
！
）
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
現
代
に



続
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
「
古
今
和
歌
集
」
（
日
本
で
最
初

の
勅
撰
和
歌
集
で
す
。
「
ち
ょ
く
せ
ん
わ
か
し
ゅ
う
」
と
読

み
ま
す
。
天
皇
の
命
令
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
和
歌
集
の
こ
と

で
す
。
）
に
、
そ
う
思
え
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は

「
古
今
和
歌
集
」
の
「
仮
名
序
」
（
教
科
書
の
百
三
十
四

ペ
ー
ジ
）
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
繁
（
し
げ
）
き
も
の
な
れ

ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、

言
ひ
出
せ
る
な
り
。
」

難
し
そ
う
で
す
が
、
簡
単
に
現
代
の
日
本
語
に
直
す
と
、

「
こ
の
世
の
中
の
人
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
で
き
ご
と
に
関

わ
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
、
そ
の
と
き
に
心
に
思
っ
た

こ
と
を
、
見
た
も
の
や
聞
い
た
こ
と
と
関
係
づ
け
て
表
現
し

た
の
だ
」
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
は
様
々
な
こ
と
を
経
験
し
、
そ
の
と
き
い
ろ

ろ
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
和
歌
と
い
う

形
で
言
い
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

平
安
時
代
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今
か
ら
千
年
以
上
も
前
に
も
、
日
本
人
は
「
人
の
思

い
」
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
「
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
私

が
先
に
書
い
た
の
は
、
そ
れ
が
理
由
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
現
代
人
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
き
に

気
も
ち
を
聞
き
た
が
る
の
は
、
気
も
ち
を
大
切
に
す
る
Ｄ
Ｎ

Ａ
が
日
本
人
に
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

で
も
、
そ
れ
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
祖
先
が
「
人
の
心
」
を
大
切
に
し
て
生
活
し
て
き

た
か
ら
こ
そ
、
人
を
思
い
や
る
心
や
敬
う
心
、
豊
か
な
感
情

繊
細
な
感
覚
と
い
っ
た
も
の
が
今
の
日
本
人
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
の
で
す
か
ら
。

さ
あ
、
学
ぶ
順
番
で
は
、
芭
蕉
の
前

に
な
り
ま
す
が
、
中
学
三
年
の
日
本
の

古
典
は
「
万
葉
集
」
「
古
今
和
歌
集
」

「
新
古
今
和
歌
集
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

現
代
人
の
心
の
原
点
を
こ
こ
で
学
ん
で

く
だ
さ
い
ね
。

（
五
月
七
日

記
）


