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本
論
文
は
、
主
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
現
代
詩
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
テ
ク

ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ジ
ャ
ン
ル
混
交
の
問
題
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
古
典

文
学
と
現
代
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
伊
藤
比
呂
美
の
テ
ク
ス
ト
を
手
が
か
り

と
し
て
具
体
的
・
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
１
章
で
は
、
伊
藤
比
呂
美
の
創
作
活
動
の
な
か
で
も
比
較
的
初
期
に
発
表

さ
れ
た
『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』（
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
、
引
用
の
方
法
が
ど

の
よ
う
に
確
立
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
詩
集
全
体
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
論
じ
た
。

『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
は
「
２
」
と
い
う
巻
数
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

じ
つ
は
『
テ
リ
ト
リ
ー
論
１
』（
一
九
八
七
年
）
よ
り
も
先
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
理
由
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
刊
行

前
の
一
九
八
四
年
二
月
か
ら
、『
テ
リ
ト
リ
ー
論
１
』
の
元
と
な
っ
た
「
テ
リ
ト

リ
ー
論
」
の
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
。「
テ
リ
ト
リ
ー
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、

『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
で
過
去
に
遡
っ
て
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
連
載
の
「
テ
リ

ト
リ
ー
論
」
を
本
家
と
し
て
、
共
通
す
る
テ
ー
マ
性
を
有
し
て
い
る
詩
篇
を
集

め
た
詩
集
を
『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
テ
リ
ト
リ
ー

論
２
』
の
初
版
本
を
み
る
と
奥
付
に
は
「
テ
リ
ト
リ
ー
論*

*

」
と
、
明
確
に
「
２
」

と
つ
け
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
て
も
い
る
。 

 

伊
藤
比
呂
美
は
、
第
一
詩
集
『
草
木
の
空
』（
一
九
八
七
年
）
収
録
の
詩
「
節

分
の
明
く
る
日
」
に
、
わ
ず
か
に
ル
ー
・
リ
ー
ド
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
が

『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
以
前
で
は
、
ま
だ
一
般
的
な
引
用
の
方
法
、
つ
ま
り
引

用
す
る
言
葉
と
さ
れ
る
言
葉
が
明
確
に
区
切
ら
れ
る
か
た
ち
で
の
引
用
と
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
引
用
の
方
法
が
よ
り
自
覚
的
に
、
過
剰
に
用
い
ら
れ
る
の

は
『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
以
降
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
第
１
章
で
は
ま
ず
伊
藤
の
詩
作
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
転
換
点
に
位

置
付
け
ら
れ
る
『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
の
テ
ー
マ
と
方
法
に
関
す
る
具
体
的
な

分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
妊
娠
・
出
産
・
中
絶
、
家
制
度
や

血
縁
関
係
な
ど
女
性
に
関
す
る
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
が
主
に
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
こ
の
詩
集
は
、
巻
頭
詩
「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ 

ミ
ー
ハ
ー
」

以
下
、
計
八
編
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
舞
台
と
し
た
連
作
詩
篇
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い

る
。
と
く
に
詩
「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ 

ミ
ー
ハ
ー
」
に
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
記

憶
、
引
い
て
は
人
間
の
死
と
殺
害
の
記
憶
を
い
か
に
表
現
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、

表
現
自
体
を
問
い
返
す
根
源
的
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

問
題
が
ど
の
よ
う
に
巻
末
の
詩
「
カ
ノ
コ
殺
し
」
ま
で
を
通
し
て
連
関
し
て
い

る
の
か
を
論
じ
た
。
結
論
と
し
て
、『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
へ

の
表
現
上
の
問
い
を
入
り
口
に
、
日
常
の
な
か
に
あ
る
他
者
と
の
葛
藤
や
暴
力

性
、
身
近
な
殺
人
、
そ
し
て
中
絶
、
出
産
と
い
う
人
間
の
死
と
生
を
め
ぐ
る
テ

ー
マ
を
捉
え
返
す
試
み
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
２
章
は
、『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
収
録
の
詩
「
叫
苦
と
魂
消
る
」
を
分
析
対

象
と
し
た
。
こ
の
詩
は
、
曲
亭
馬
琴
の
読
本
や
江
戸
期
の
切
腹
、
刑
罰
に
関
す

る
解
説
本
、
妊
娠
・
出
産
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
七
つ

の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
で
構
成
さ
れ
、
と
り
わ
け
そ
の
引
用
の
方
法
に
特
徴

が
あ
る
。
馬
琴
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
も
女
た
ち
の
腹
裂
き
、
切
腹
と
い
う
グ

ロ
テ
ス
ク
な
場
面
を
切
り
取
り
、
異
な
る
文
脈
に
あ
る
解
説
本
や
マ
ニ
ュ
ア
ル

本
の
言
葉
と
接
続
す
る
。
こ
う
し
た
引
用
と
接
続
を
通
し
て
、
八
〇
年
代
当
時

に
妊
産
婦
が
抱
え
た
不
安
や
孤
独
の
「
声
」
と
複
数
の
女
た
ち
の
叫
び
と
が
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
他
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
言
葉
の
な
か
に
「
声
」
と
「
身

体
」
の
痕
跡
を
見
出
す
伊
藤
の
引
用
の
詩
学
が
ジ
ャ
ン
ル
を
再
考
さ
せ
る
新
た

な
表
現
の
領
域
を
開
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
３
章
は
、
詩
「
叫
苦
と
魂
消
る
」
以
後
、
ど
の
よ
う
に
引
用
の
方
法
が
深

化
し
て
い
く
の
か
を
検
討
す
る
た
め
、『
テ
リ
ト
リ
ー
論
２
』
の
巻
末
に
収
録
さ

れ
て
い
る
詩
「
カ
ノ
コ
殺
し
」
を
対
象
に
据
え
た
。「
カ
ノ
コ
殺
し
」
に
は
中
絶

病
院
を
取
材
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
他
、
多
く
の

他
者
の
言
葉
が
本
文
に
流
し
込
ま
れ
る
よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

引
用
が
引
用
元
と
地
の
文
の
言
葉
を
明
確
に
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た

の
に
比
し
て
「
カ
ノ
コ
殺
し
」
で
は
、
自
他
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
、
さ
ら
に

「
わ
た
し
」
や
「
カ
ノ
コ
」
と
い
う
主
体
も
分
裂
し
、
増
殖
し
て
い
く
。
こ
う

し
た
「
カ
ノ
コ
殺
し
」
の
方
法
論
を
、
同
じ
く
子
殺
し
に
つ
い
て
扱
っ
た
田
中

美
津
『
い
の
ち
の
女
た
ち
へ
―
取
り
乱
し
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
論
』
の
語
り
の
方



法
を
補
助
線
と
し
て
、
そ
の
つ
な
が
り
と
差
異
に
注
目
し
論
じ
た
。
ま
た
両
者

の
語
り
や
表
現
は
、
優
生
保
護
法
改
正
反
対
運
動
な
ど
、
女
性
身
体
の
国
家
管

理
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
文
脈
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
文
脈
に
抗

す
る
重
要
な
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
４
章
は
、
伊
藤
比
呂
美
と
い
う
詩
人
と
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
着
目
し
、
ジ
ャ

ン
ル
の
異
な
る
三
人
の
表
現
者
の
共
同
制
作
に
よ
る
連
載
「
テ
リ
ト
リ
ー
論
」

お
よ
び
単
行
本
『
テ
リ
ト
リ
ー
論
１
』
に
つ
い
て
論
じ
た
。
「
テ
リ
ト
リ
ー
論
」

で
伊
藤
は
、
初
め
て
本
格
的
に
共
同
制
作
を
行
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
伊
藤
は

自
身
の
詩
が
他
者
に
壊
さ
れ
る
瞬
間
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
。
コ
ピ
ー
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
や
広
告
の
言
葉
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
八
〇
年
代
当
時
、
伊
藤
、

そ
し
て
写
真
家
の
荒
木
経
惟
、
構
成
者
の
菊
地
信
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
と

技
術
を
闘
わ
せ
る
こ
と
で
、
広
告
の
よ
う
な
調
和
的
で
な
め
ら
か
な
表
現
を
打

ち
破
ろ
う
と
し
た
。
三
者
の
格
闘
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
生
ま
れ
た
の
が
詩
の

言
葉
が
読
め
な
い
詩
集
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
詩
と
写
真
の
競
合
に
つ
い

て
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
菊
地
も
含
め
た
三
者
の
競
合
の
具
体
的

様
相
に
関
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
状
況
や
技
術
的
背
景
か
ら
調
査
・
分
析
を
行
っ
た
。

「
テ
リ
ト
リ
ー
論
」
に
お
け
る
伊
藤
の
嗜
虐
性
は
、
以
後
、
同
じ
よ
う
な
か
た

ち
で
は
発
揮
さ
れ
な
い
も
の
の
、
操
作
主
体
と
し
て
の
自
己
、
ま
た
既
存
の
「
文

学
」
概
念
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
こ
と
で
、
従
来
の
表
現
方
法
に
収
ま
り
き
ら

な
い
新
し
い
テ
ク
ス
ト
の
模
索
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
結
論
付
け
た
。 

 

『
テ
リ
ト
リ
ー
論
１
』
以
降
の
約
一
〇
年
間
、
伊
藤
は
詩
を
忘
れ
た
か
の
よ

う
に
、
子
育
て
や
家
族
を
テ
ー
マ
と
し
た
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
の
執
筆
に
シ
フ
ト

す
る
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
『
良
い
お
っ
ぱ
い
悪
い
お
っ
ぱ
い
』（
一
九
八
五
年
）

で
、
妊
娠
・
出
産
・
育
児
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
領
域
を
開
拓
し
た
伊
藤
は
、
同
じ

く
子
育
て
を
主
題
と
し
た
『
お
な
か 

ほ
っ
ぺ 

お
し
り
』（
一
九
八
七
年
）
や

自
身
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
描
い
た
『
家
族
ア
ー
ト
』（
一
九
九
二
年
）
な
ど
を

発
表
し
、
『
ラ
ニ
ー
ニ
ャ
』
（
一
九
九
九
年
）
で
第
二
一
回
野
間
文
芸
新
人
賞
を

受
賞
す
る
。
そ
の
後
、
伊
藤
が
本
格
的
に
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
括
ら
れ
る

テ
ク
ス
ト
を
書
く
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
詩
に
収
ま
る
こ
と
が
で

き
ず
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
を
さ
ま
よ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
九

〇
年
代
の
数
少
な
い
詩
作
が
『
わ
た
し
は
あ
ん
じ
ゅ
ひ
め
子
で
あ
る
』（
一
九
九

三
年
）
だ
。
こ
こ
で
は
、
数
編
の
詩
に
説
経
節
の
登
場
人
物
や
物
語
が
取
り
込

ま
れ
て
い
る
。
説
経
節
へ
の
関
心
が
、
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
の
執
筆
活
動
を
経
て
、

新
し
い
表
現
と
し
て
結
実
し
た
の
が
『
河
原
荒
草
』（
二
〇
〇
五
年
）
だ
と
い
え

る
。 

 

第
５
章
で
は
、
ジ
ャ
ン
ル
越
境
の
問
題
と
関
わ
り
、
説
経
節
の
語
り
を
テ
ク

ス
ト
全
体
に
取
り
込
ん
だ
そ
の
『
河
原
荒
草
』
に
つ
い
て
論
じ
た
。
新
装
版
で

「
長
編
叙
事
詩
」
と
も
謳
わ
れ
た
『
河
原
荒
草
』
は
、
詩
と
散
文
の
境
界
に
位

置
す
る
。
テ
ク
ス
ト
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
説
経
節
は
中
世
の
〈
語
り
物
〉
と

呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
な
か
で
も
「
道
行
」
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
場
面

は
、
様
々
な
地
名
を
文
中
に
読
み
込
む
こ
と
で
土
地
の
人
々
と
そ
の
暮
ら
し
を

読
者
に
喚
起
さ
せ
る
役
割
を
も
つ
。
『
河
原
荒
草
』
で
は
、
物
語
全
体
が
「
旅
」

と
「
移
動
」
に
貫
か
れ
、
説
経
節
と
同
じ
語
り
の
形
式
を
取
り
込
み
な
が
ら
現

代
の
「
道
行
」
を
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
移
動
」
を
め
ぐ
っ
て
「
移
民
」
と

「
帰
化
」
と
い
う
言
葉
が
、
漢
字
表
記
の
「
移
民
」
と
「
帰
化
」
、
カ
タ
カ
ナ
表

記
の
「
イ
ミ
ン
」
と
「
キ
カ
」
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

そ
の
差
異
を
分
析
し
た
。
漢
字
表
記
の
「
移
民
」
は
国
籍
を
変
更
し
な
い
ま
ま

行
わ
れ
る
移
住
、「
帰
化
」
は
国
籍
の
変
更
と
い
う
国
家
へ
の
帰
属
の
関
係
を
示

す
も
の
と
い
え
る
。
一
方
で
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
「
イ
ミ
ン
」
と
「
キ
カ
」
は

漢
字
表
記
に
含
ま
れ
る
帰
属
の
複
雑
さ
を
す
り
ぬ
け
、「
キ
カ
植
物
」
の
あ
り
方

と
重
層
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
従
来
の
国
家
と
の
帰
属
関
係
と
は
異
な
る
新
し

い
在
住
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
６
章
は
、
『
切
腹
考
』
（
二
〇
一
七
年
）
を
分
析
対
象
と
し
た
。
テ
ク
ス
ト

は
、
文
字
ど
お
り
切
腹
の
話
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
じ
つ
は
内
容
の
大
部
分
は

森
鷗
外
論
と
も
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
文
学
者
に
つ
い
て
論
じ
た

評
論
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
は
鷗
外
の
歴
史
小
説
や
翻
訳
が
数
多
く
引
用
さ

れ
、
そ
う
し
た
鷗
外
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
に
、
現
実
の
出
来
事
が
次
々
に
取

り
込
ま
れ
て
い
く
。
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
日
本
人
拘
束
事
件
、
夫
の
介
護
、
熊
本



地
震
な
ど
、
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
断
片
的
で
、
脈
絡
な
く
み
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ズ
や
破
調
は
、
そ
れ
自
体
、
首
尾
一
貫
性
を
求
め
る
既
存
の

文
学
的
価
値
観
、
つ
ま
り
カ
ノ
ン
と
呼
ば
れ
る
文
学
が
追
い
求
め
た
形
式
を
壊

す
試
み
で
も
あ
る
。
書
評
な
ど
で
は
、
鷗
外
へ
の
関
心
が
好
意
と
イ
コ
ー
ル
で

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
『
切
腹
考
』
で
提
起
さ
れ
る
鷗
外
の
文
体
、
「
リ

ズ
ム
」
や
「
音
」
の
問
題
に
着
目
す
る
と
、
必
ず
し
も
鷗
外
に
対
す
る
好
意
の

み
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
文
体
に
関
わ
る

問
題
が
、
鷗
外
の
複
数
性
や
女
性
性
を
引
き
出
し
、
脱
父
権
化
す
る
試
み
と
な

っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
他
者
の
言
葉
を
次
々
に
取
り
込
む
語
り
の
方
法
が
、

書
く
行
為
＝
切
腹
と
密
接
な
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
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