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序
文

パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
と
は
何
か
。

現
代
詩
は
難
解
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
ば
し
ば
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
が
崩
壊
し
て
い
た
り
、
意
味
不
明

の
言
葉
が
羅
列
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
れ
が
、
無
意
味
に
な
れ
ば
、
単
な
る
出
鱈
目
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
や
、
原
理
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
の
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
に
や
は
り
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
崩
壊
し
た
よ
う
な
詩
が
あ
り
、

そ
こ
に
、
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
と
い
う
概
念
を
当
て
嵌
め
て
説
明
し
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の

哲
学
者
ア
ド
ル
ノ
だ
っ
た
。
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
は
、
複
数
の
文
章
を
、
交
差
さ
せ
、
そ
れ
が
ラ
ン
ダ
ム

に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
が
崩
壊
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

私
た
ち
の
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
は
、
ま
ず
杉
中
が
詩
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
崩
壊
さ
せ
た
り
、
詩
を

難
解
化
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
原
理
の
よ
う
な
も
の
、
概
念
的
な
も
の
を
提
示
し
、
そ
の
概
念
を
基
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に
し
て
、
野
村
が
、
実
践
編
と
し
て
具
体
的
に
詩
の
形
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

野
村
は
非
常
に
困
難
な
役
回
り
を
演
じ
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
と
い
う
概

念
に
基
づ
い
て
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
崩
壊
し
た
詩
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
を

説
明
す
る
た
め
に
ア
ド
ル
ノ
が
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
と
い
う
概
念
を
用
い
た
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
野
村

は
、
杉
中
が
提
示
す
る
厚
み
の
な
い
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
と
い
う
概
念
に
肉
付
け
し
て
、
新
た
な
詩
を
作

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
杉
中
が
提
示
す
る
細
い
骨
の
よ
う
な
概
念
の
数
々
に
、
野
村
は
次
々
に
血
を
通

わ
せ
、
詩
へ
と
肉
付
け
し
て
い
く
。

概
念
は
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
都
度
、
野
村
は
そ
れ
を
鮮
や

か
に
詩
に
し
て
い
く
。
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
は
、
新
た
な
詩
の
書
き
方
の
提
案
で
も
あ
る
。

パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
の
中
で
、
中
間
休
止
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
用
い
た
概
念
を
杉
中
が
提
示

す
る
と
、
野
村
は
、
そ
れ
を
俳
句
の
切
れ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
同
じ
く
俳
句
の
比
喩

で
言
う
と
、
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
の
、
往
復
書
簡
と
い
う
体
裁
は
、
俳
諧
の
付
け
合
い
の
よ
う
な
も

の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
杉
中
が
概
念
を
提
示
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
野
村
が
詩
を

書
く
。
さ
ら
に
、
野
村
の
詩
に
杉
中
が
コ
メ
ン
ト
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
対
し
て
野
村
が
コ
メ
ン

ト
す
る
。
お
互
い
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
、
コ
メ
ン
ト
し
て
い
く
様
は
、
俳
諧
の
付
け
合
い
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

共
同
で
書
く
。
そ
れ
は
、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
作
っ
た
時
に
用
い
た

原
理
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ト
ン
゠
ス
ー
ポ
ー
の
『
磁
場
』（
一
九
三
〇
）
の
複
数
性
は
、
普

遍
性
を
得
る
た
め
の
方
途
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
複
数
性
か
ら
普
遍
性
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
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ば
、
日
本
に
も
俳
諧
の
座
と
い
う
方
法
が
あ
っ
た
。
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
は
、
詩
の
難
解
さ
を
方
法

化
す
る
と
い
う
柱
と
、
共
同
で
書
く
と
い
う
柱
、
二
本
の
柱
を
持
っ
て
い
る
。

パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
と
い
う
書
物
全
体
が
、
ひ
と
つ
の
原
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
ひ
と
つ
の
詩
な

の
で
あ
る
。

杉
中
昌
樹
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あ
と
が
き

こ
の
往
復
書
簡
に
は
日
付
が
な
い
。
う
っ
か
り
し
て
い
た
の
か
、
あ
え
て
日
付
を
つ
け
な
か
っ
た

の
か
。
メ
ー
ル
で
の
や
り
と
り
な
ら
自
動
的
に
日
付
が
残
っ
て
し
ま
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
郵
送
と
い

う
時
代
錯
誤
的
手
段
を
利
用
し
た
の
だ
っ
た
。
い
つ
始
ま
り
、
い
つ
終
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

無
頓
着
な
の
も
、
あ
る
い
は
こ
の
「
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
」
に
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え

る
。往

復
書
簡
自
体
の
や
り
と
り
は
こ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
│
│
あ
る
日
、
予
告
も
な
し
に
、
小
樽
の
杉

中
昌
樹
か
ら
し
か
じ
か
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
記
し
た
手
紙
が
届
く
。
そ
れ
を
受
け
て
私
は
詩
作
に
取
り

か
か
る
わ
け
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
締
め
切
り
の
仕
事
を
抱
え
て
い
た
り
し
て
、
す
ぐ
に
詩
作
に
入
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ひ
と
月
ふ
た
月
書
け
な
い
ま
ま
時
が
す
ぎ
て
し
ま
う
。
逆
に
、

コ
ン
セ
プ
ト
を
受
け
取
っ
た
翌
日
に
書
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
要
す
る
に
す
べ
て
が
不
定
で
非
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限
定
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
「
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
」
は
、
本
来
未
完
で
あ
り
、
あ
る
い
は
未
完
の

ま
ま
放
置
さ
れ
て
、
後
年
誰
か
に
発
見
さ
れ
た
り
し
て
然
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

日
付
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
じ
つ
は
深
い
意
味
を
も
つ
。
こ
ん
に
ち
行
わ
れ
て
い
る
詩
論
の
ほ
と

ん
ど
は
状
況
論
で
あ
る
。
い
ま
の
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
か
い
な
い
と
か
、
詩
と
し
て
時
代
に
対

峙
し
て
い
る
と
か
い
な
い
と
か
、
こ
う
い
う
時
代
に
詩
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
こ
う
書
か
れ
る

べ
き
だ
と
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
付
そ
の
も
の
の
よ
う
な
論
が
多
い
。
昨
日
に
は
存
在
し
得
ず
、

ま
た
明
日
に
は
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
論
が
。

そ
う
い
う
詩
論
の
現
状
に
、
こ
の
『
パ
ラ
タ
ク
シ
ス
詩
学
』
は
一
石
を
投
じ
た
い
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
私
た
ち
は
陳
腐
な
普
遍
性
や
永
遠
性
を
対
置
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
詩
論
は
も
う

少
し
開
か
れ
て
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
、
詩
の
業
界
に
だ
け
通
じ
る
状
況
論
に
ガ
ラ

パ
ゴ
ス
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
ス
タ
ン
ス
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
う

い
う
サ
ー
ク
ル
で
は
、
ど
う
や
ら
私
の
詩
は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
い
よ
う
だ
。
反
面
、
望
外
に
も
海

外
で
は
評
価
さ
れ
た
り
も
す
る
の
で
、
い
つ
だ
っ
た
か
、
そ
の
あ
た
り
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
事
情
に
杉
中

さ
ん
が
反
応
し
て
く
れ
て
、
私
の
詩
を
世
界
文
学
や
現
代
思
想
へ
の
開
か
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
た

い
と
い
う
思
い
を
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
本
書
成
立
へ
の
隠
れ
た
モ
チ
ー
フ
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
本
書
に
は
、
往
復
書
簡
に
よ
る
詩
と
詩
論
の
融
合
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
的
な
目
新
し
さ
も
あ

る
か
と
思
う
。
散
文
に
詩
が
混
じ
り
、
論
が
す
す
ん
で
ゆ
く
。
一
種
の
歌
物
語
と
い
え
る
か
。
主
に

私
が
詩
を
、
杉
中
が
詩
論
を
担
っ
た
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
双
方
向
的
に
、
詩
論
は
詩
に
お
い
て
生

か
さ
れ
、
詩
は
詩
論
へ
と
還
流
し
て
ゆ
く
。
ひ
と
り
の
場
合
で
も
そ
れ
は
起
こ
り
得
る
が
、
本
書
の
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場
合
、
ふ
た
り
の
共
同
作
業
が
そ
れ
を
よ
り
可
視
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
杉
中
も
序
文
で
た
と
え
て
い
る
よ
う
に
、
俳
諧
の
付
け
合
い
に
近
い
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。出

版
に
際
し
て
は
、
水
声
社
社
主
、
鈴
木
宏
さ
ん
の
ご
厚
意
を
得
た
。
現
代
詩
を
外
へ
と
開
く
た

め
の
、
こ
れ
以
上
は
な
い
場
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
編
集
は
廣
瀬
覚
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ

た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

野
村
喜
和
夫


