
表
題
に
ウ
イ
ッ
ト
と
ポ
エ
ト
リ
ー
と
二
項
対
立
の
よ
う
に
掲
げ
た
が
、

究
極
の
ポ
エ
ト
リ
ー
は
ウ
イ
ッ
ト
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で

あ
る
。
そ
こ
で
ウ
イ
ッ
ト
と
は
何
か
を
突
詰
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、

た
ま
た
ま
イ
ギ
リ
ス
十
七
世
紀
の
詩
に
見
ら
れ
る
ウ
イ
ッ
ト
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
定
義
を
並
べ
た
文
章
を
読
ん
だ
の
で
、
ま
ず
そ
の
定
義
の
カ

タ
ロ
グ
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

巧
妙
さ
、
奇
想
、
擬
似
論
理
的
な
主
張
、
創
意
、
極
端
な
詭
弁
、
器
用

な
職
人
芸
、
軽
妙
な
言
語
遊
戯
、
バ
ロ
ッ
ク
的
過
剰
、
不
可
解
な
イ
メ

ジ
ャ
リ
ー
、
不
自
然
な
比
喩
、
た
だ
の
才
気
、
ヒ
ュ
ー
マ
ー
と
駄
じ
ゃ

れ
、
標
準
的
文
彩
の
敏
活
な
操
作
、
似
て
も
似
つ
か
ぬ
現
象
間
の
予
期

せ
ぬ
類
似
物
の
刺
戟
的
な
発
見
、
創
造
さ
れ
た
世
界
の
秩
序
と
結
合
の

感
覚
、
薄
く
ヴ
ェ
ー
ル
を
掛
け
ら
れ
た
よ
う
に
時
に
応
じ
て
知
覚
さ
れ

る
真
実
。（１）

「
巧
妙
さ
」、「
器
用
な
職
人
芸
」
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
規
定
や
、「
た
だ

の
才
気
」
の
よ
う
な
批
判
的
な
評
価
を
含
む
が
、
こ
う
し
た
定
義
一
覧
は

十
七
世
紀
文
学
の
領
域
を
超
え
て
広
く
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
は
、
ウ
イ
ッ
ト
を
「
予
期
し
が
た

い
着
想
に
よ
り
、
驚
き
と
喜
び
を
あ
た
え
よ
う
と
意
図
し
た
思
考
と
表
現

の
適
切
な
結
合
に
基
く
談
話
ま
た
記
述
」
と
定
義
を
し
て
い
る
。「
予
期

し
が
た
い
着
想
」
と
「
驚
き
と
喜
び
を
あ
た
え
る
」
が
ウ
イ
ッ
ト
の
特
質

ま
た
眼
目
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
前
記
し
た
諸
定
義
と
重
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
同
辞
典
は
ポ
エ
ト
リ
ー
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
美
し
く
ま

た
高
揚
さ
れ
た
思
考
、
想
像
、
感
情
の
表
現
ま
た
は
具
体
化
。
そ
の
た
め

に
言
語
は
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
語
や
語
句
が
生
み
だ
す
調

ウ
イ
ッ
ト
と
ポ
エ
ト
リ
ー

早
乙
女

忠
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和
に
み
ち
た
暗
示
に
よ
っ
て
情
緒
や
想
像
を
か
き
た
て
る
よ
う
に
使
わ
れ
、

通
常
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
言
語
が
韻
律
形
式
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」。
同
辞

典
は
ウ
イ
ッ
ト
と
い
う
語
の
用
例
と
し
て
ド
ラ
イ
デ
ン
、
ロ
ッ
ク
、
ポ
ー

プ
等
の
文
章
を
、
ポ
エ
ト
リ
ー
の
用
例
と
し
て
シ
ド
ニ
ー
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

博
士
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
、
イ
ェ
イ
ツ
他
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ン

ソ
ン
の
用
例
は
、「
詩
の
本
質
は
創
意
で
あ
る
。
創
意
は
、
予
期
せ
ぬ
も

の
を
生
み
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
驚
き
と
喜
び
を
あ
た
え
る
。
…
…
詩
は
事

物
を
描
写
す
る
こ
と
よ
り
も
、
精
神
に
快
適
な
思
考
を
促
す
こ
と
に
よ
っ

て
喜
び
を
付
与
す
る
」
と
い
う
ポ
エ
ト
リ
ー
の
本
質
規
定
の
箇
所
だ
が
、

こ
の
文
言
が
『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
に
よ
る
ウ
イ
ッ
ト
の
定
義

の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ウ
イ
ッ
ト
に
対
抗
し
う
る
ポ
エ
ト
リ
ー
と
し
て
こ
こ
に
引
き
た
い
の
は
、

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ダ
ウ
ソ
ン
（
一
八
六
七｜

一
九
〇
〇
）
の
「
シ
ナ
ラ
」
の

詩
で
あ
る
。
ウ
イ
ッ
ト
を
欠
く
言
語
芸
術
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ

の
暗
鬱
な
恋
愛
詩
は
、
純
粋
な
ポ
エ
ト
リ
ー
に
可
能
な
限
り
近
付
こ
う
と

す
る
。
以
下
に
名
訳
の
誉
れ
高
い
矢
野
峰
人
訳
を
挙
げ
る
。

今
や
わ
れ
シ
ナ
ラ
の
下
に
あ
り
し
日
の
わ
れ
に
は
あ
ら
ず

ゆ
う
べ

よ

べ

め

く
ち
づ
け

昨
夜
、
あ
あ
、
昨
宵
、
た
は
れ
女
と
か
た
み
に
か
は
す
接
吻
を
、

い
ぶ
き

あ
は
れ
、
シ
ナ
ラ
よ
、
な
が
影
の
ふ
と
遮
り
て
、
そ
の
息
吹

た
ま

え
ひ
ほ
う
け
た
る
わ
が
霊
の
上
に
落
つ
れ
ば
、

わ
れ
は
し
も
昔
の
戀
を
想
ひ
出
て
こ
こ
ち
な
や
ま
し
、

ぬ
か

さ
な
り
わ
れ
う
ら
ぶ
れ
は
て
て
額
垂
れ
ぬ
。

わ
れ
は
わ
れ
と
て
ひ
と
す
ぢ
に
戀
ひ
わ
た
り
た
る
君
な
れ
ば
、

あ
は
れ
シ
ナ
ラ
よ
。

よ
も
す
が
ら

へ

終
夜
わ
が
胸
の
上
に
そ
の
胸
の
鼓
動
を
つ
た
へ
、

う
ま
い

よ
す
が
ら
わ
れ
に
い
だ
か
れ
て
甘
睡
む
す
べ
り
た
は
れ
め
は
、

く
ち

一
夜
妻
な
れ
、
そ
の
紅
き
唇
の
あ
ま
さ
よ
い
か
な
ら
む
。

さ
は
れ
、
昔
を
お
も
ひ
出
て
わ
れ
う
ら
ぶ
れ
ぬ
、

む
す
び
か
ね
た
る
手
枕
の
暁
の
夢
さ
め
し
と
き
、

わ
れ
は
わ
れ
と
て
ひ
と
す
ぢ
に
戀
ひ
わ
た
り
た
る
君
な
れ
ば
、

あ
は
れ
シ
ナ
ラ
よ
。

わ
れ
は
多
く
を
う
ち
わ
す
れ
、
シ
ナ
ラ
よ
、
風
と
さ
す
ら
ひ
て
、

さ
う
び

さ
う
び

世
の
人
々
と
狂
ほ
し
く
薔
薇
を
投
げ
ぬ
、
く
薔
薇
を
ば
、

色
香
も
失
せ
し
白
百
合
の
君
が
面
影
忘
れ
ん
と
舞
ひ
つ
踊
り
つ
。

さ
は
れ
、
か
の
昔
の
戀
に
胸
い
た
み
こ
こ
ち
な
や
ま
し
、

そ
の
を
ど
り
つ
ね
に
な
が
き
に
過
ぎ
た
れ
ば
。

わ
れ
は
わ
れ
と
て
ひ
と
す
ぢ
に
戀
ひ
わ
た
り
た
る
君
な
れ
ば
、

あ
は
れ
シ
ナ
ラ
よ
。

い
や
く
る
ほ
し
き
楽
の
音
を
、
ま
た
い
や
つ
よ
き
酒
呼
べ
ど
、

う
た
げ

と
も
し
び

宴
の
果
て
て
燈
火
の
消
え
ゆ
く
と
き
は
、
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よ

し

シ
ナ
ラ
よ
、
あ
は
れ
、
な
が
影
の
ま
た
も
落
ち
来
て
夜
を
領
れ
ば
、

わ
れ
は
昔
の
戀
ゆ
ゑ
に
こ
こ
ち
な
や
み
て
う
ら
ぶ
れ
つ
、

た
だ
い
ろ
あ
か
き
唇
を
戀
ふ
る
こ
こ
ろ
ぞ
つ
の
る
な
れ
。

わ
れ
は
わ
れ
と
て
ひ
と
す
ぢ
に
戀
ひ
わ
た
り
た
る
君
な
れ
ば
、

あ
は
れ
シ
ナ
ラ
よ
。

ダ
ウ
ソ
ン
は
病
弱
で
結
核
に
お
か
さ
れ
て
三
十
三
歳
の
若
さ
で
世
を
去
る
。

「
シ
ナ
ラ
」
の
詩
を
病
め
る
青
春
の
詩
と
稱
す
る
他
な
い
。
ダ
ウ
ソ
ン
の

作
品
は
退
嬰
的
に
見
え
る
と
は
い
え
、
純
粋
な
情
緒
の
表
現
に
結
晶
し
、

こ
れ
を
ポ
エ
ト
リ
ー
の
一
典
型
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
ウ
イ
ッ
ト
溢
れ
る
老
人
の
詩
を
引
き
た
い
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
（
一
六

六
七｜

一
七
四
五
）
が
七
十
二
歳
の
時
書
い
た
「
ス
ウ
ィ
フ
ト
博
士
の
死

に
つ
い
て
の
詩
篇
」
の
一
節
で
あ
る
。

見
よ
、
首
席
司
祭
が
崩
れ
か
か
る
様
を
！

気
の
毒
に
！

彼
は
速
か
に
し
お
れ
て
ゆ
く
！

そ
れ
は
彼
の
顔
の
中
に
、
は
っ
き
り
読
み
と
れ
る
。

彼
の
頭
蓋
の
中
の
あ
の
痼
疾
、
眩
暈
は
、

死
ぬ
ま
で
彼
に
と
り
つ
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

か
つ
又
、
彼
の
記
憶
力
は
朽
ち
は
て
て
、

自
分
の
言
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
い
、

友
達
の
こ
と
も
思
い
出
せ
ず
、

食
事
を
し
た
場
所
も
失
念
し
て
し
ま
う
。

同
じ
話
を
何
度
も
何
度
も
話
し
て
、
君
を
困
ら
せ
る
│
│

以
前
、
五
十
回
も
話
し
た
こ
と
が
あ
る
の
に
。

時
代
遅
れ
の
し
ゃ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
が
最
後
ま
で

我
慢
し
て
聞
い
て
い
ら
れ
る
な
ん
て
、

ど
う
し
て
彼
は
思
う
の
だ
ろ
う
？

Ｊ
・
Ｂ
・
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
『
英
国
の
ユ
ー
モ
ア
』
に
引
用
さ
れ
た
小

池
・
君
島
両
氏
に
よ
る
邦
訳
を
利
用
す
る
。『
ガ
リ
ー
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』

の
作
者
は
七
十
代
に
な
っ
て
持
病
の
眩
暈
が
悪
化
し
、
後
発
狂
し
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
分
の
老
衰
ぶ
り
を
諷
刺
し
た
詩
句
だ
が
、
総
じ
て

諷
刺
詩
に
は
目
立
っ
た
誇
張
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
の

詩
の
表
現
に
み
ち
て
い
る
誇
張
を
単
に
誇
張
と
と
ら
ず
に
、
そ
れ
は
ウ

イ
ッ
ト
で
あ
り
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
ウ
イ
ッ
ト
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
人
生
を

支
え
た
と
解
し
た
い
（
つ
い
に
精
神
の
病
魔
に
耐
え
き
れ
な
か
っ
た
が
）。

ウ
イ
ッ
ト
溢
れ
る
す
ぐ
れ
た
詩
人
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
（
一
五
七
二

｜

一
六
三
一
）
を
考
え
て
み
た
い
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
ダ
ン
の
詩
を
称

揚
し
、
ウ
イ
ッ
ト
の
何
た
る
か
を
示
し
た
の
は
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
で

あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
鋭
く
適
切
な
批
評
が
長
く
ダ
ン
研
究
の
趨
勢
を
支

配
し
た
。
エ
リ
オ
ッ
ト
の
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
評
を
一
部
引
用
し
よ
う
。

ダ
ン
ら
し
い
巧
妙
な
詩
的
技
法
は
、
短
い
語
と
唐
突
な
対
比
に
よ
っ
て

効
果
を
あ
げ
る
。
次
の
一
行
を
見
よ
。

骸
骨
に
か
ら
ま
る
金
髪
の
腕
輪
、

ウイットとポエトリー
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こ
こ
で
は
「
金
髪
」
と
「
骸
骨
」
の
対
照
の
急
激
な
連
想
に
よ
っ
て
強

力
な
詩
的
成
果
が
生
れ
る
。（２）

引
用
さ
れ
て
い
る
「
埋
葬
」
と
題
さ
れ
る
作
品
の
一
行
は
、「
予
期
し
が

た
い
着
想
」
に
基
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
「
驚
き
と
喜
び
」
の
感
情

に
浸
さ
れ
る
。
死
ん
で
な
お
愛
欲
に
取
り
つ
か
れ
た
一
人
の
男
の
姿
が
示

さ
れ
、
し
か
も
エ
ロ
ス
は
ウ
イ
ッ
ト
に
よ
っ
て
高
貴
な
光
を
放
っ
て
い
る
。

エ
リ
オ
ッ
ト
は
同
じ
論
考
の
な
か
で
単
一
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
連

続
し
た
精
巧
で
唐
突
な
比
喩
に
も
触
れ
て
い
る
。
ダ
ン
の
詩
で
最
も
有
名

な
「
別
れ
│
│
嘆
く
な
と
諌
め
る
」
が
そ
の
適
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
後
半
部
だ
け
を
掲
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
の
連
鎖
で
は
な
く
、

ダ
ン
の
比
喩
の
伝
統
性
と
斬
新
さ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ぼ
く
た
ち
二
人
の
魂
は
一
つ
の
も
の
な
の
で

ぼ
く
が
君
の
も
と
か
ら
旅
立
っ
て
も

離
れ
も
せ
ず
、
打
っ
て
薄
く
延
ば
し
た

金
箔
の
よ
う
に
拡
張
す
る
。

ぼ
く
た
ち
の
魂
が
二
つ
の
存
在
な
ら

コ
ン
パ
ス
の
二
本
の
脚
の
よ
う
に
二
つ
で
あ
る
。

君
の
魂
は
固
定
さ
れ
た
脚
で
、
動
く
気
配
は
な
く

他
の
脚
が
動
く
の
に
從
っ
て
動
く
だ
け
だ
。

固
定
さ
れ
た
脚
は
中
心
に
座
し
て
い
る
が
、

他
の
脚
が
遠
く
さ
ま
よ
う
時
に

そ
の
方
向
に
傾
斜
し
て
様
子
を
聞
こ
う
と
す
る
が
、

戻
っ
て
く
れ
ば
、
い
っ
し
ょ
に
眞
直
ぐ
立
つ
。

君
は
中
心
の
脚
の
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

ぼ
く
は
他
の
脚
の
よ
う
に
体
を
傾
け
て
走
る
。

君
が
動
か
な
け
れ
ば
、
ぼ
く
は

正
し
い
円
を
描
い
て
出
発
点
に
帰
る
。

コ
ン
パ
ス
の
比
喩
は
、
ダ
ン
の
詩
の
新
し
さ
を
語
る
時
つ
ね
に
取
上
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
コ
ン
パ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
使
用
は
ダ
ン
以
前
に
先
例
が

あ
っ
た
。
肝
要
な
こ
と
は
コ
ン
パ
ス
が
円
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
だ

ろ
う
。
完
全
な
円
は
、
ダ
ン
テ
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
初
期
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
が
愛
好
し
、
円
の
中
心
に
座
す
る
の
は
天
使
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
ダ
ン
テ
の
『
新
生
』
の
な
か
で
、
愛
の
神
が
天
使
の
装
い
を
し
、

「
私
は
円
の
中
心
と
し
て
存
在
す
る
」
と
語
り
、
神
曲
の
『
天
国
篇
』
十

九
歌
で
は
、
神
が
幾
何
学
者
の
よ
う
に
コ
ン
パ
ス
を
使
っ
て
世
界
を
創
造

す
る
。
や
が
て
十
五
世
紀
に
な
る
と
円
と
天
使
は
分
離
し
始
め
る
。
ダ
ン

は
天
使
の
位
置
に
自
分
の
恋
人
（
ま
た
は
妻
）
を
お
き
、
男
女
二
人
の
恋

人
が
み
ず
か
ら
コ
ン
パ
ス
と
な
っ
て
「
別
れ
」
の
不
安
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
。「
ぼ
く
」
と
い
う
人
物
が
も
し
詩
人
な
ら
コ
ン
パ
ス
に
よ
っ
て
詩

の
世
界
を
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
り
、
詩
的
創
造
を
天
地
創
造
に
譬
え
た
ロ
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マ
ン
派
美
学
を
ダ
ン
は
先
取
り
し
た
こ
と
に
な
る
。
ダ
ン
は
こ
こ
に
エ
ロ

ス
の
祝
福
を
描
い
た
が
、
そ
れ
は
幻
想
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
最
後
に
「
君

は
中
心
の
脚
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
懇
願
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

「
夢
」
と
題
さ
れ
る
詩
も
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
の
達
成
を
意
図
し
な
が

ら
こ
こ
で
も
そ
の
こ
と
は
幻
想
に
終
る
。（３）

い
と
し
い
人
よ
、
君
が
起
し
て
く
れ
る
の
で
な
か
っ
た
ら

ぼ
く
は
こ
の
幸
福
な
夢
か
ら
醒
め
た
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
幻
想
と
言
え
ぬ
よ
う
な
、

理
性
に
相
応
し
い
主
題
の
夢
だ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
理
性
の
主
で
あ
る
君
が
起
し
て
く
れ
た
。

君
は
真
実
の
人
で
あ
り
、
君
の
こ
と
を
思
え
ば

夢
は
真
実
に
、
物
語
は
歴
史
に
な
る
。

ぼ
く
の
腕
に
抱
か
れ
る
が
い
い
。
君
は
ぼ
く
が
ひ
と
り
で

夢
を
見
る
の
を
窘
め
た
の
だ
。
さ
あ
夢
の
続
き
を
演
じ
よ
う
。

物
音
で
は
な
く
、
稲
妻
や
蝋
燭
の
明
か
り

の
よ
う
な
君
の
目
が
ぼ
く
を
起
し
た
。

だ
が
ぼ
く
は
（
君
は
真
実
を
好
む
か
ら
）

君
を
見
て
天
使
か
と
思
っ
た
。

し
か
し
天
使
以
上
だ
っ
た
。
君
は
ぼ
く
の
心
を
知
り
、

ぼ
く
の
考
え
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
ぼ
く
は
知
っ
た
。

ぼ
く
の
夢
の
内
容
を
知
り
、
喜
び
の
あ
ま
り

目
覚
め
る
頃
合
を
知
っ
て
、
君
は
こ
こ
に
来
た
。

だ
か
ら
ぼ
く
は
言
っ
て
お
き
た
い
。
君
を

君
で
は
な
い
と
考
え
る
の
は
不
埒
な
こ
と
で
あ
る
と
。

こ
こ
に
ず
っ
と
い
て
く
れ
れ
ば
君
は
君
だ
が
、

こ
こ
か
ら
立
去
っ
て
し
ま
え
ば

君
は
君
で
は
な
い
と
ぼ
く
は
考
え
て
し
ま
う
。

愛
に
不
安
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
愛
と
は
言
え
な
い
。

愛
が
不
安
、
羞
恥
、
名
誉
の
混
合
物
な
ら

純
粋
で
輝
か
し
い
心
の
働
き
と
は
言
え
な
い
。

松
明
が
す
ぐ
燃
え
る
よ
う
に
、
一
度
火
を
点
し
て

消
し
て
お
く
。
君
も
そ
う
し
よ
う
と
す
る
。

ぼ
く
に
火
を
点
し
て
消
し
、
ふ
た
た
び
訪
ね
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
を
夢
見
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
死
ん
で
も
い
い
。

語
り
手
が
見
た
夢
の
な
か
に
愛
す
る
人
が
現
れ
た
。
恋
人
は
天
使
の
よ
う

な
存
在
だ
か
ら
、
天
使
が
駆
使
す
る
知
力
（
こ
こ
で
は
理
性
）
に
相
応
し

い
夢
を
見
た
と
追
従
の
言
葉
を
並
べ
る
。
天
使
は
光
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
光
が
恋
人
の
目
か
ら
放
た
れ
て
語
り
手
は
目
を
醒
ま
し
た
と
言
う
。

し
か
し
恋
人
は
天
使
以
上
の
認
識
能
力
を
備
え
て
い
た
。
天
使
以
上
の
存

在
な
ら
、
神
な
の
だ
ろ
う
か
。
ダ
ン
は
こ
こ
で
も
恋
人
の
援
け
を
借
り
て

神
的
能
力
に
譬
え
う
る
想
像
力
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
詩

ウイットとポエトリー
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に
は
語
り
手
が
誘
惑
の
言
葉
を
混
入
さ
せ
、「
ぼ
く
の
腕
に
抱
か
れ
る
が

い
い
」、「
夢
の
続
き
を
演
じ
よ
う
」、「（
君
は
）
ぼ
く
に
火
を
点
し
て
消

し
、
ふ
た
た
び
訪
ね
よ
う
と
す
る
。
…
…
そ
う
で
な
け
れ
ば
（
ぼ
く
は
）

死
ん
で
も
い
い
」
と
言
い
続
け
る
。
こ
の
詩
の
特
色
あ
る
い
は
魅
力
は
エ

ロ
ス
の
神
秘
主
義
と
現
実
主
義
の
落
差
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ダ
ン
の
作
品
は

女
性
の
賛
歌
な
の
か
誘
惑
の
詩
な
の
か
と
よ
く
論
じ
ら
れ
る
。
愛
に
関
す

る
理
想
主
義
と
都
会
風
な
青
年
の
欲
望
、
憧
憬
と
挫
折
。
両
者
は
差
異
を

形
成
し
な
が
ら
共
存
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
意
識
と
言
葉
は
複
雑

な
動
き
を
見
せ
、
作
品
が
終
了
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
が
突
然
中
断
す
る

と
い
う
印
象
を
拭
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

マ
リ
オ
・
プ
ラ
ー
ツ
の
次
の
文
章
は
、
そ
う
し
た
情
況
を
広
く
芸
術
の

問
題
と
し
て
巧
み
に
説
明
し
て
い
る
。

ダ
ン
の
抒
情
詩
の
屈
曲
を
重
ね
る
パ
タ
ー
ン
を
見
る
と
、
そ
の
最
大
の

特
徴
を
彼
の
奇
想
と
機
知
だ
と
言
う
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
目
を
惹
く
の

が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
と
し
て
も
、
む
ず
か
し

い
だ
ろ
う
。
…
…
（
そ
れ
を
）
た
ど
っ
て
い
け
ば
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
ま
で

い
き
つ
く
だ
ろ
う
。
ダ
ン
は
、
ペ
ト
ラ
ル
キ
ス
モ
の
主
題
要
素
を
使
っ

て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
…
…
偏
倚
か
つ
非
正
統
的
な
使
い
方
な

の
で
あ
る
。
私
自
身
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
ダ
ン
の
詩
法
と
マ
ニ
エ
リ
ス

ム
の
画
家
た
ち
と
の
共
通
点
を
い
く
つ
か
論
じ
、
と
り
わ
け
余
計
な
細

部
が
増
殖
し
、
他
の
詩
人
た
ち
の
普
遍
の
詩
法
が
転
倒
さ
れ
て
い
く
点

に
そ
れ
を
見
た
。
ダ
ン
の
屈
曲
す
る
思
考
の
流
れ
は
、
何
か
を
言
う
と

ど
こ
か
の
行
の
冒
頭
の
「
し
か
し
」
が
そ
れ
を
転
倒
す
る
と
い
う
形
を

と
る
こ
と
が
多
い
。（４）

プ
ラ
ー
ツ
は
ダ
ン
の
詩
の
最
大
の
特
徴
を
ウ
イ
ッ
ト
に
求
め
る
の
は
難
し

い
と
断
定
す
る
が
、
ポ
エ
ト
リ
ー
に
対
す
る
ウ
イ
ッ
ト
は
、
古
典
主
義
に

対
す
る
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
関
係
に
似
て
い
る
。
ウ
イ
ッ
ト
は
知
性
の
活
力

に
よ
っ
て
詩
的
伝
統
か
ら
離
反
し
、
意
識
と
表
現
が
ゆ
が
み
、
ね
じ
れ
た

様
式
で
あ
る
。
プ
ラ
ー
ツ
は
細
部
の
増
殖
と
「
し
か
し
」
に
よ
る
行
文
の

転
倒
を
ダ
ン
の
詩
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
。

プ
ラ
ー
ツ
の
著
述
は
一
九
七
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
四
半
世
紀

前
グ
ス
タ
フ
・
ル
ネ
・
ホ
ッ
ケ
が
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
ク
ラ
ッ

シ
ョ
ー
に
い
た
る
英
国
文
学
は
創
造
的
な
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
マ
ニ

エ
リ
ス
ム
の
頂
点
を
な
す
」
と
書
き
、（５）

マ
ニ
エ
リ
ス
ム
文
学
を
言
語
の

迷
宮
と
言
い
切
り
、
言
語
形
式
と
し
て
再
転
三
転
す
る
方
向
転
換
を
重
視

し
て
い
る
。
他
方
ホ
ッ
ケ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
イ
ギ
リ
ス
現
代
詩
人
の
ト

ム
・
ガ
ン
が
青
年
と
し
て
ダ
ン
を
耽
読
し
、
深
い
影
響
を
受
け
た
（
悪
い

影
響
も
あ
っ
た
）
こ
と
を
後
年
回
想
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
ガ
ン
は
、

「
詩
は
も
っ
ぱ
ら
イ
メ
ー
ジ
か
ら
な
る
と
主
張
す
る
英
米
双
方
の
批
評
家

デ
ィ
ス
コ
ー
ス

と
は
逆
に
、
語

り
を
二
十
世
紀
の
固
有
な
も
の
と
し
て
受
容
し
た
」
と

語
る
の
で
あ
る
。

ダ
ン
は
後
年
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
の
主
席
司
祭
に
選
出
さ
れ
、
説

教
者
と
し
て
名
を
成
す
が
、
宗
教
詩
人
と
し
て
も
力
強
い
詩
を
書
い
て
い

る
。
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
詩
人
た
る
ダ
ン
の
宗
教
詩
は
、
や
は
り
「
屈
曲
す
る
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思
考
」
と
「
余
計
な
細
部
の
増
殖
」
を
見
せ
て
い
る
。
次
は
そ
の
一
篇
で

あ
る
。

三
位
一
体
の
神
よ
、
私
を
強
打
し
給
え
。
こ
れ
ま
で

あ
な
た
は
矯
正
の
た
め
、
た
た
き
、
息
を
か
け
、
光
を
注
ぎ
給
う
た
。

私
が
起
き
、
立
つ
た
め
に
私
を
倒
し
給
え
。

打
ち
破
り
、
吹
き
飛
ば
し
、
燃
や
し
、
新
た
な
者
に
し
給
え
。

私
は
正
し
い
支
配
者
の
配
下
な
の
に
敵
に
占
拠
さ
れ
た
町
、

あ
な
た
を
迎
え
い
れ
よ
う
に
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。

あ
な
た
の
代
理
人
の
理
性
が
守
る
べ
き
な
の
に

私
は
俘
虜
の
身
、
脆
弱
、
不
実
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

だ
が
私
は
あ
な
た
を
愛
し
愛
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。

し
か
し
あ
な
た
の
敵
と
契
り
を
結
ん
で
い
る
の
だ
。

私
を
別
れ
さ
せ
、
閉
じ
こ
め
給
え
。
な
ぜ
な
ら

あ
な
た
の
束
縛
が
な
け
れ
ば
、
自
由
に
な
れ
な
い
し
、

陵
辱
さ
れ
な
け
れ
ば
私
は
純
潔
に
な
れ
な
い
の
だ
か
ら
。

最
初
の
四
行
連
句
で
、
扉
を
た
た
き
、
暖
い
息
を
吹
き
か
け
、
光
を
注
ぎ

給
う
恩
寵
に
対
し
、
扉
を
打
ち
破
り
、
存
在
を
吹
き
飛
ば
し
、
肉
体
を
焼

き
給
う
聖
な
る
怒
り
が
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
対
比
さ
れ
、
ダ
ン
の
世
俗
へ
の

執
着
と
聖
な
る
世
界
へ
の
憧
れ
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
最

後
の
対
句
は
批
評
家
に
よ
っ
て
何
度
も
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
逆
説
と

ウ
ィ
ッ
ト
は
は
な
は
だ
し
く
称
え
ら
れ
な
が
ら
、
常
識
あ
る
人
た
ち
の
舌

打
ち
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
倫
理
的
な
タ
ブ
ー

へ
の
挑
戦
は
ダ
ン
の
詩
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ー
ツ
は
ダ
ン
の
宗
教
詩
も
分
析
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
宗
教
詩
に
匹
敵
す
る
と
い
う
論
じ
方
を
す
る
。

（
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
）
唯
一
似
て
い
る
と
い
う
感
じ
な
の
は
ジ
ョ
ン
・

ダ
ン
の
『
神
聖
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
で
あ
る
。
二
人
の
詩
人
に
「
発
心
が
訪

な
う
は
狂
お
し
き
瘧
り
も
さ
な
が
ら
」
な
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
心
が
得

る
に
む
ず
か
し
い
も
の
だ
と
知
っ
た
二
人
は
熱
狂
に
弛
緩
の
く
る
こ
と

を
怖
れ
て
ば
か
り
い
る
。
二
人
と
も
心
の
渇
き
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と

焦
り
、
神
の
み
が
な
す
こ
と
の
で
き
る
壁
が
自
分
の
心
と
神
を
隔
て
て

い
る
と
感
じ
て
い
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
奇
妙

な
混
淆
ぶ
り
、
賦
才
の
劇
的
性
格
、
美
と
宗
教
に
対
す
る
苦
し
い
憧
れ
、

半
ば
勝
ち
な
が
ら
半
ば
は
挫
折
す
る
と
い
う
闘
争
の
二
重
性
、
そ
し
て

罪
と
死
の
恐
怖
、
神
の
怒
り
の
招
く
怖
る
べ
き
結
果
を
描
き
だ
す
力
と

い
う
こ
と
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
が
お
そ
ら
く
誰
よ
り
も
ミ
ケ
ラ
ン

ジ
ェ
ロ
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

信
仰
心
を
わ
が
も
の
に
な
し
え
た
か
と
思
う
そ
ば
か
ら
そ
れ
が
崩
れ
て
、

直
ち
に
神
の
怒
り
を
（
怖
れ
つ
つ
）
待
つ
分
裂
症
気
味
の
心
理
、
そ
れ
ゆ

え
に
た
え
ず
訪
れ
る
は
げ
し
い
「
心
の
渇
き
」、
そ
う
し
た
意
識
の
推
移

は
、
世
俗
詩
に
あ
っ
た
果
て
し
な
く
「
屈
曲
す
る
思
考
」
に
対
応
す
る
。

お
の
ず
か
ら
詩
的
結
実
は
伝
統
的
な
詩
法
と
文
体
を
転
倒
さ
せ
る
で
あ
ろ

ウイットとポエトリー
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う
。ジ

ョ
ン
・
ダ
ン
研
究
史
は
ド
ラ
イ
デ
ン
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
に
始
ま
る

だ
ろ
う
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
『
イ
ギ
リ
ス
詩
人
伝
』
中
の
「
カ
ウ
リ
ー

伝
」
で
、「
屈
曲
し
た
」
詩
と
い
え
る
ウ
イ
ッ
ト
を
俎
上
に
載
せ
る
。

形
而
上
詩
人
（
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
一
派
）
は
学
識
豊
か
で
、
学
識
を
示
す

た
め
に
も
て
る
力
の
限
り
を
尽
し
た
。
…
…

批
評
の
父
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
が
、
詩
を
テ
ク
ネ
ー
・
ミ
メ
ー

テ
ィ
ケ
ー
、
つ
ま
り
模
倣
の
術
と
呼
ん
だ
の
が
正
し
け
れ
ば
、
形
而
上

詩
人
が
詩
人
と
称
さ
れ
る
権
利
を
失
う
と
言
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
彼

ら
は
何
も
模
倣
し
な
か
っ
た
の
だ
。
自
然
も
人
生
も
模
写
し
て
い
な
い

し
、
も
の
の
形
態
を
描
い
た
り
、
知
性
の
働
き
を
表
現
し
た
こ
と
も
な

い
。し

か
し
彼
ら
が
詩
人
と
い
え
な
い
と
考
え
る
人
た
ち
も
、
形
而
上
詩

人
を
才
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
嗇
か
で
は
な
い
。
ド
ラ
イ
デ
ン

は
ウ
イ
ッ
ト
に
関
し
て
、
自
分
も
自
分
の
同
世
代
人
も
ダ
ン
に
劣
る
と

告
げ
る
が
、
詩
で
は
ダ
ン
を
凌
ぐ
と
主
張
す
る
。
…
…

し
か
し
ウ
イ
ッ
ト
は
、
か
り
に
聴
き
手
に
対
す
る
効
果
を
捨
象
し
て

言
え
ば
、
厳
密
か
つ
哲
学
的
に
、
一
種
の
不
調
和
の
調
和
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
相
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
結
合
、
一
見
似

て
も
似
つ
か
ぬ
事
物
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
類
似
物
の
発
見
な
の
だ
。
ウ

イ
ッ
ト
を
そ
う
定
義
す
れ
ば
、
形
而
上
詩
人
は
ウ
イ
ッ
ト
を
充
分
以
上

に
備
え
て
い
る
。
最
も
相
異
な
る
観
念
が
暴
力
的
に
軛
で
繋
が
れ
て
い

る
の
だ
。
自
然
と
人
工
が
説
明
と
比
較
と
比
喩
の
た
め
に
漁
り
つ
く
さ

れ
る
。
彼
ら
の
学
識
が
聴
き
手
を
教
示
し
、
彼
ら
の
巧
妙
な
技
法
が
驚

異
を
あ
た
え
る
。
し
か
し
読
者
は
啓
発
さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
辛
じ

て
手
に
入
れ
た
と
考
え
、
賞
賛
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
詩
を
楽
し
む
こ

と
は
め
っ
た
に
な
い
。（６）

ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
が
ウ
イ
ッ
ト
を
「
一
種
の
不
調
和
の
調
和
」
と
哲
学

的
に
考
察
し
、「
最
も
相
異
な
る
観
念
が
暴
力
的
に
軛
で
繋
が
れ
て
い
る
」

と
説
明
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
形
而
上
詩
の
本
質
と
魔
法
を

端
的
に
解
明
し
た
の
で
あ
り
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
も
そ
う
し
た
定
義

や
説
明
を
利
用
す
る
。
し
か
し
形
而
上
詩
人
は
自
然
や
人
生
を
模
倣
す
る

こ
と
な
く
、
詩
が
模
倣
の
術
で
あ
る
か
ら
に
は
彼
ら
は
詩
人
と
は
称
し
が

た
い
と
評
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ダ
ン
は
自
然
や
人
生
を
真
に
模
倣
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ダ
ン
は
「
屈
曲
す
る
」
意
識

や
心
理
を
充
分
「
模
倣
」
し
え
た
し
、
プ
ラ
ー
ツ
の
ご
と
き
は
ダ
ン
の
宗

教
意
識
を
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
苦
悩
の
表
現
に
対
比
し
て
い
た
。
ダ
ン
は

い
か
に
限
度
を
超
え
て
お
の
れ
の
心
的
動
揺
を
模
写
し
た
だ
ろ
う
か
。
ま

た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
ダ
ン
の
読
者
に
「
教
示
」、「
驚
異
」
を
あ
た
え
る
が
、

「
楽
し
み
」
を
付
与
す
る
こ
と
は
な
い
と
結
論
す
る
。
ダ
ン
の
詩
か
ら
楽

し
み
が
消
失
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
ダ
ン
の
詩
を
読
む
楽
し
み
が
複
雑
な

も
の
、
演
劇
的
な
も
の
に
変
貌
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
楽
し

み
」
の
領
域
が
深
化
、
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
に
な
る
と
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
に
傾
倒
す
る
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ

オ
ッ
ト
も
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
た
前
衛
的
詩
人
ト
ム
・
ガ
ン
も
、
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ホ
ッ
ケ
も
プ
ラ
ー
ツ
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
は
別
の
途
を
往
く
こ
と
に
な
る
。

一
九
二
〇
年
代
に
エ
リ
オ
ッ
ト
は
ダ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
を
高
く
評
価
し
て
お

の
れ
の
作
品
中
に
そ
れ
を
取
り
こ
み
、
四
〇
年
代
に
は
ホ
ッ
ケ
と
ガ
ン
が

ダ
ン
を
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
複
雑
な
語
り
の
詩
人
と
し
て
称
え
、
六
〇
年

代
に
プ
ラ
ー
ツ
が
ホ
ッ
ケ
に
続
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
詩
の
歴
史
の
な
か
に

ダ
ン
を
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
の
詩
人
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
い
ま
や
ダ
ン
を
現

代
に
通
じ
る
不
安
と
戦
慄
を
訴
え
続
け
た
詩
人
と
し
て
読
ん
で
も
い
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
比
較
文
学
者
レ
ナ
ム
が
、
二
十
世
紀
を
「
現
実
の

手
ざ
わ
り
の
稀
薄
化
、
存
在
論
的
な
不
安
、
非
存
在
の
戦
慄
」
の
時
代
と

特
色
づ
け
る
（７）

が
、
ダ
ン
の
詩
的
活
動
を
そ
れ
ら
の
言
葉
が
要
約
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（１）

C
laude

J.
Sum

m
ers

&
Ted−

L
arry

Pebw
orth(ed.),

T
he
W
it
of
Sev-

enteenth−
C
entury

Poetry
(U
niversity

of
M
issouriPress,1995)

（２）

T.
S.
E
liot,

`T
he
M
etaphysical

Poets'
(1921)

in
Selected

E
ssays

（Faber,1932

）

（３）

以
下
ダ
ン
の
二
篇
の
詩
を
分
析
す
る
が
、
新
た
な
考
察
を
加
え
た
と

は
い
え
、『
詩
人
と
新
し
い
哲
学
│
│

ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
を
考
え
る
』（
松

柏
社
、
二
〇
〇
一
年
）
と
重
複
す
る
処
が
あ
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た

い
。

（４）

高
山
宏
訳
『
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
│
│

文
学
と
視
覚
芸
術
と
の
間
の
平
行

現
象
』（
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
九
年
）

（５）

種
村
季
弘
訳
『
文
学
に
お
け
る
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
』（
現
代
思
潮
社
、

一
九
七
一
年
）

（６）

Sam
uelJohnson,'A

braham
C
ow
ley'in

L
ives

of
the

E
nglish

Poets

(O
xford,1968)

（７）

『
雄
弁
の
動
機
│
│

ル
ネ
サ
ン
ス
文
学
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』（
あ
り
な
書

房
、
一
九
九
四
年
）

ウイットとポエトリー

11


