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日
本
に
お
け
る
詩
の
伝
統
は
和
歌
に
遡
る
。
天
皇
も
ま
た
歌
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
高
位
を
占
め
て
い
る
。
古
今
集
に
も
新
古
今
集
に
も
天

皇
御
製
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
詩
歌
の
歴
史
は
、
権
力
と
詩
歌
が
非
常
に
隠

微
な
形
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
詩
歌
が
権
力
へ
の
抵
抗
や
異
議
申
し
立
て
に
活
用
さ
れ
る

こ
と
は
極
め
て
稀
で
、
権
力
と
馴
れ
合
う
手
段
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
天
皇
が
歌
を
詠
む
時
、
周
り
の
人
間
は
そ
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
お
心
を
察

し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
天
皇
は
折
々
の
式
典
で
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
る
が
、

政
治
家
と
違
っ
て
、
そ
の
原
稿
を
自
分
で
書
い
て
い
る
し
、
会
見
で
も
誤
解
を
避
け
る
よ

う
に
意
思
表
示
を
し
て
い
る
。
た
だ
、
戦
時
中
の
昭
和
天
皇
や
明
治
天
皇
は
、
古
い
伝
統

に
従
っ
て
、
心
情
を
歌
に
託
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
閣
僚
た
ち
は
御
製
を
受
け
止
め
、
陛

下
は
こ
う
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
具
合
に
忖
度
を
し
た
。

そ
の
よ
う
な
歌
を
通
じ
て
の
意
思
疎
通
に
は
曖
昧
さ
や
誤
解
が
生
じ
る
可
能
性
が
極
め

て
高
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
以
心
伝
心
を
理
想
と
す
る
精
神
風
土
は
残
存
し
て
い
る
。
い
わ

ば
、
政
治
が
共
感
と
忖
度
に
よ
っ
て
、
進
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
共
感
は
仲
間
内
で
し

か
通
じ
な
い
が
、
最
初
か
ら
そ
の
共
感
が
通
じ
な
い
相
手
は
排
除
し
て
い
る
の
で
、
当
事

者
か
ら
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
国
会
で
の
審
議
を
経
ず
に
、
数
の
力

を
バ
ッ
ク
に
閣
議
決
定
だ
け
で
法
案
を
通
過
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
が
、
そ
れ
も
仲
間

内
の
曖
昧
な
共
感
だ
け
で
こ
と
を
進
め
る
手
法
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
な
あ
な
あ
」
と
い

う
奴
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
る
限
り
、
意
思
決
定
の
主
体
も
責
任
の
所
在
も
曖

昧
に
な
る
。

共
感
や
忖
度
に
因
ら
な
い
政
治
、
そ
れ
は
原
理
原
則
、
契
約
に
基
づ
く
政
治
で
あ
る
。

後
者
の
政
治
に
は
条
件
を
満
た
し
た
他
者
も
参
加
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
は
主
権
者

の
国
民
を
権
力
か
ら
守
る
原
理
で
あ
り
、
契
約
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
も
曖
昧
な
と
こ
ろ
は

な
く
、
公
平
で
、
特
定
の
誰
か
に
有
利
に
働
く
こ
と
も
な
い
し
、
他
者
を
排
除
す
る
こ
と

も
な
い
。
国
民
国
家
は
し
ば
し
ば
、
他
者
の
差
別
と
排
除
を
正
当
化
す
る
暴
力
装
置
と
し

て
働
く
が
、
そ
の
暴
走
を
防
ぐ
に
は
憲
法
の
よ
う
な
契
約
が
不
可
欠
に
な
る
の
だ
。
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