
【

詩
の
種
類

】

■
詩
は
「
用
語
上
、
形
式
上
、
内
容
上
」
と
、
大
き
く
三
つ
の
種
類
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

■
口
語
詩
と
文
語
詩
に
つ
い
て

・
学
年
が
下
が
る
ほ
ど
、
口
語
詩
で
あ
っ
て
も
馴
染
み
の
な
い
言
葉
や
熟
語

等
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
と
文
語
詩
で
あ
る
と
捉
え
違
え
る
傾
向
が
強
い
。

文
語
の
言
い
回
し
に
慣
れ
る
た
め
、
文
語
体
の
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
ま

た
、
俳
句
や
短
歌
等
に
も
あ
る
程
度
親
し
ん
で
お
く
と
よ
い
。

■
定
型
詩
に
つ
い
て

・
文
字
数
と
音
数
と
を
混
同
し
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
音
数
を
数
え
る
に

は
、
文
字
を
平
仮
名
に
改
め
て
字
数
を
数
え
る
。

・
俳
句
や
短
歌
に
「
字
余
り
」
や
「
字
足
ら
ず
」
が
あ
る
よ
う
に
、
一
部
音
数

が
崩
れ
て
い
て
も
、
全
体
と
し
て
一
定
の
音
数
に
よ
る
リ
ズ
ム
が
保
た
れ
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
定
型
詩
で
あ
る
。

■
七
五
調
と
五
七
調
に
つ
い
て

・
七
五
調
は
や
わ
ら
か
く
流
れ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
生
み
、
「
女
性
的
」
と
形

容
さ
れ
る
。
ま
た
、
五
七
調
は
重
々
し
く
力
強
い
リ
ズ
ム
を
生
み
、
「
男
性

的
」と
形
容
さ
れ
る
。

七
五
調
⍞
私
の
耳
は

貝
の
か
ら
・
海
の
ひ
び
き
を

な
つ
か
し
む

五
七
調
⍞
名
も
知
ら
ぬ

遠
き
島
よ
り
・
流
れ
寄
る

椰
子
の
実
一
つ

■
叙
情
詩
と
叙
景
詩
に
つ
い
て

・
自
然
の
風
景
が
描
写
さ
れ
て
い
て
も
、
「
作
者
の
感
動
や
心
情
」
が
中
心
に

う
た
わ
れ
て
い
る
作
品
や
「
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
作
品

は
叙
情
詩
と
判
断
さ
れ
る
。
自
然
の
風
景
や
風
物
に
の
み
と
ら
わ
れ
て
機
械

的
な
判
断
を
せ
ず
、
あ
く
ま
で
詩
の
内
容
や
鑑
賞
に
よ
って
判
断
で
き
る
よ

う
に
し
よ
う
。

・
自
然
の
風
景
が
中
心
に
描
写
さ
れ
て
い
て
も
作
者
の
心
情
が
ど
う
し
て
も

に
じ
み
出
て
し
ま
う
た
め
、
叙
景
詩
を
叙
情
詩
に
含
め
る
考
え
方
も
あ

る
。

■
叙
事
詩
に
つ
い
て

・
ア
イ
ヌ
伝
説
の
「
ユ
ー
カ
ラ
」
や
、
中
世
の
「
平
家
物
語
」
、
「
太
平
記
」
な
ど

が
叙
事
詩
の
性
質
を
強
く
も
つ
。

■
そ
の
他

「
用
語
上
の
種
類
」
と
「
形
式
上
の
種
類
」
と
を
合
わ
せ
て
、
「
口
語
自
由

詩
」、
「文
語
定
型
詩
」な
ど
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。

種

類

特

徴

文
語
詩

昔
に
使
わ
れ
て
い
た
古
い
言
葉
（
文
語
）
で
書
か
れ
た
詩
。

口
語
詩

現
代
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
（
口
語
）
で
書
か
れ
た
詩
。

音
数
に
一
定
の
決
ま
り
が
あ
る
詩
。

定
型
詩

七

五

調

（
七

音

と
五

音

の
く

り

返

し
）
や
五

七

調

（
五

音

と

七
音
の
く
り
返
し
）
で
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

自
由
詩

音
数
に
一
定
の
決
ま
り
が
な
い
詩
。

散
文
詩

短

い
語

句

で
す

ぐ

に
改

行

せ
ず

、
散

文

（
普

通

の
文

章

）
の

よ
う
に
文
を
続
け
て
書
く
詩
。

叙
情
詩

作
者
の
感
動
や
心
情
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
詩
。

自
然
の
風
景
な
ど
を
写
生
的
・
客
観
的
に
あ
り
の
ま
ま
に
描

叙
景
詩

写

す

る
詩

。
作

者

の
心

情

よ
り

「
風

景

や
風

物

の
描

写

」
に

重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
視
覚
的
な
要
素
が
強
く
、
絵
画
的

に
な
る
。

叙
事
詩

歴
史
上
の
事
件
や
人
物
な
ど
を
客
観
的
に
う
た
っ
た
詩
。

用 語 上形 式 上内 容 上



【

詩
の
表
現
技
法

】

表
現
技
法

意
味
と
効
果

例

文
を
短
い
語
句
で
区

う
ま
れ
る
ま
え
は
き
っと

行
分
け

切
っ
て
改
行
し
、
情
景

み
な
み
の
し
ま
に
さ
い
た

1

や
感
動
の
高
ま
り
を

あ
ま
い
か
お
り
に
み
ち
た

生
き
生
き
と
描
く
。

は
な
び
ら
だ
った
み
た
い

内
容
上
共
通
す
る
何

す
ず
め
が

と
ぶ

行
か
を
ま
と
め
て
、
一

い
ち
じ
る
し
い
あ
や
う
さ

連

連
と
す
る
。
散
文
（
普

2

通
の
文
章
）
で
の
段
落

は
れ
わ
た
り
た
る

に
当
た
る
。

こ
の

あ
さ
の

あ
や
う
さ

内
容
の
対
立
す
る
言

む
こ
う
か
ら
か
け
て
く
る
村
の
人

葉
や
似
た
言
葉
、
対

こ
ち
ら
か
ら
か
け
て
い
く
町
の
人

照
的
な
言
葉
な
ど
を

対
句

並
べ
て
、
調
子
を
整
え

※
三
行
続
き
の
対
句
表
現
も
あ
る
の
で
注

つ
い
く

3

た
り
感
動
を
強
調
し

意
し
よ
う
。

た
り
す
る
。

美
し
い
妹
を
も
つ
人

女
の
友
を
も
つ
人

妻
を
持
つ
人

言
葉
の
順
序
を
か
え
る

ど
う
だ
ろ
う

倒
置
法

こ
と
で
、
意
味
を
強
調

こ
の
沢
鳴
り
の
音
は

4

し
た
り
感
動
を
強
く

※
本
来
の
語
順
は
「
こ
の
沢
鳴
り
の
音
は

ど

訴
え
た
り
す
る
。

う
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。

「
た
と
え
」
と
も
い
う
。
①
直
喩
（
明
喩
）

性
質
の
似
た
他
の
何
か

き
り
き
り
と
も
み
込
む
よ
う
な
冬
が
来
た

比
喩

に
言
い
換
え
る
こ
と
で

※
「
よ
う
だ
・み
た
い
だ
」
が
用
い
ら
れ
る
。

ひ

ゆ

5

印
象
を
鮮
明
に
し
、
わ

②
隠
喩
（
暗
喩
）

か
り
や
す
く
す
る
。

い
ち
ょ
う
の
木
も
箒
（
ほ
う
き
）
に
な
った

※
「
よ
う
だ
・
み
た
い
だ
」
が
用
い
ら
れ
な
い
。

人
間
で
な
い
も
の
を
、
菜
の
花
が
風
に
ゆ
す
ら
れ
て

人
間
が
し
た
こ
と
の
よ

う
な
ず
き
な
が
ら
聞
い
て
い
る

擬
人
法

う
に
表
し
、
鮮
明
な
印

※
「
人
間
で
は
な
い
主
語
」
と
「
人
間
の
動

6

象
を
残
す
。
活
喩
法
と

作
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

も
い
う
。

と
を
確
認
し
よ
う
。

「
名
詞
止
め
」
と
も
い
母
馬
子
馬
、
ぬ
ま
の
岸
、

う
。
文
末
を
体
言
（
名

夏
の
夕
（
ゆ
う
べ
）の
柳
か
げ

体
言
止
め

詞
）
で
止
め
、
印
象
を

※
余
韻
と
は
、
言
外
に
感
じ
さ
せ
る
し
み
じ

7

強
め
、
余
韻
を
残
す
。
み
と
し
た
味
わ
い
の
こ
と
。
余
情
。

省
略
法
の
一
種
。

同
じ
言
葉
や
、
ほ
ぼ
同

冬
よ

じ
表
現
を
二
度
以
上

僕
に
来
い
、
僕
に
来
い
、

反
復
法

繰
り
返
し
、
調
子
を

僕
は
冬
の
力
、
冬
は
僕
の
餌
食
（え
じ
き
）
だ

8

（く
り
か
え
し
）

整
え
た
り
、
感
動
を
強

調
し
た
り
す
る
。
リ
フ

レ
イ
ン
と
も
い
う
。

呼
び
か
け
る
よ
う
な
言

あ
あ
、
自
然
よ

呼
び
か
け

葉
を
用
い
て
親
し
み
の

父
よ

9

気
持
ち
を
表
し
、
印

僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
広
大
な
父
よ

象
を
強
め
る
。

あ
る
べ
き
は
ず
の
言
葉

波
の
後
ろ
を
走
る
波
⍞
⍞

を
わ
ざ
と
省
き
、
す
べ
波
の
前
を
走
る
波
⍞
⍞

省
略
法

て
を
言
い
き
ら
ず
に
文

※
点
線
「
⍞
⍞
」
や
棒
線
「
⍖
」
で
示
さ
れ
る

10

を
終
え
る
こ
と
で
余
情

こ
と
が
多
い
。

を
残
し
、
印
象
を
強
め

※
右
の
例
は
「
対
句
」に
も
な
って
い
る
。

る
。

行
の
終
わ
り
、
ま
た
は

①
頭
韻

は
じ
め
に
同
じ
響
き
の

君
（
き
み
）
が
瞳
（
ひ
と
み
）
は
つ
ぶ
ら
に
て

音
を
置
い
て
リ
ズ
ム
を

君
（
き
み
）
が
心
は
知
り
が
た
し

生
み
、
印
象
を
強
め

※
行
の
は
じ
め
を
「
き
」
の
音
で
そ
ろ
え
て
い

押
韻

る
。

る
。

お
う
い
ん

11

②
脚
韻

野
ゆ
き
山
ゆ
き
海
辺
ゆ
き

真
ひ
る
の
丘
（
お
か
）
べ
花
を
し
き

※
行
の
終
わ
り
を
「
き
」
の
音
で
そ
ろ
え
て
い

る
。

文
を
い
っ
た
ん
止
め
た

育
ち
な
が
ら
ゆ
れ
。

中
止
法

形
で
表
現
し
、
余
情
を

よ
る
ひ
る
を
生
に
め
ざ
め
。

12

残
す
。

※
生
（せ
い
）⍞

生
き
て
い
る
こ
と
。
い
の
ち
。


