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引引 引引
きき きき
算算 算算
のの のの
文
学
文
学
文
学

文
学

福
田
浩
尚

日
本
独
自
の
文
学
に
、
和
歌
や
俳
句
が
あ
る
。
こ
れ
等
を
称
し
て
「
引
き

算
の
文
学
」
と
言
っ
た
国
文
学
者
が
い
た
。
詩
は
文
学
の
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル

で
ど
の
国
に
も
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
、
言
葉
を
引
い
て
引
い
て
出
来
る
だ
け

短
い
表
現
形
式
に
し
た
も
の
が
和
歌
で
あ
り
俳
句
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ

れ
だ
け
文
を
短
く
し
て
事
象
や
心
象
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
海
外
に

は
例
を
み
な
い
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
の
詩
歌
の
始
ま
り
は
、
他
の
文
物
と
同
様
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
も

の
だ
ろ
う
。
詩
歌
は
文
字
を
必
要
と
す
る
。
は
じ
め
は
、
万
葉
集
に
あ
る
よ

う
に
漢
字
を
あ
て
て
音
を
表
現
し
た
。
し
か
し
、
日
本
語
と
中
国
語
は
ま
る

で
、
水
と
油
の
よ
う
に
、
発
音
も
構
成
も
ち
が
う
。
漢
字
は
輸
入
し
た
が
言

語
は
輸
入
で
き
な
い
。
漢
詩
は
日
本
で
も
、
中
国
の
様
式
を
そ
の
ま
ま
取
り

入
れ
た
。
漢
詩
に
は
、
律
詩
と
か
絶
句
と
か
韻
を
ふ
む
と
か
厳
し
い
決
ま
り

が
あ
り
こ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
現
代
で
も
守
ら
れ
て
い

る
。言
葉
が
違
う
日
本
人
に
と
っ
て
も
っ
と
自
由
な
詩
の
形
式
が
求
め
ら
れ

た
。
日
本
人
が
、
情
景
や
人
間
の
心
の
感
動
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
和
歌

が
生
ま
れ
、
万
葉
集
で
集
大
成
さ
れ
た
。
こ
の
和
歌
文
学
の
特
徴
は
自
然
の

情
景
や
人
間
の
生
活
感
情
を
で
き
る
だ
け
、
簡
潔
に
し
か
も
そ
の
詠
お
う
と

す
る
対
象
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
き
る
だ
け
、

歌
い
や
す
く
（
詠
唱
し
や
す
く
）
心
に
響
き
、
し
か
も
で
き
る
だ
け
短
く
と

い
う
こ
と
で
「
引
き
算
」
の
精
神
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
な
ん

ら
か
の
決
ま
っ
た
形
式
が
な
け
れ
ば
美
し
く
な
ら
な
い
。
三
十
一
文
字
で
表

現
す
る
種
類
の
形
式
と
な
っ
た
ゆ
え
ん
と
考
え
る
。
こ
の
形
式
が
更
に
俳
句

と
な
っ
て
十
七
文
字
で
し
か
も
季
語
を
挿
入
す
る
と
い
う
文
学
に
発
展
し

た
。和
歌
、
俳
句
は
引
き
算
の
文
学
で
あ
る
と
言
っ
た
。
引
く
こ
と
を
重
ね
た

結
果
、
歌
い
や
す
く
、
か
つ
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
内
容
が
深
く
多
く
の
意

味
を
含
む
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
と
な
り
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
、
こ
れ
等
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を
上
手
に
満
た
し
た
も
の
が
秀
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

石
川
啄
木
の
歌
か
ら
ひ
と
つ
と
り
あ
げ
よ
う
。

函
館
函
館
函
館

函
館
のの のの
青
柳
町

青
柳
町

青
柳
町

青
柳
町
こ
そ
こ
そ
こ
そ

こ
そ
恋恋 恋恋
し
け
れ

し
け
れ

し
け
れ

し
け
れ

友友 友友
のの のの
恋
歌
恋
歌
恋
歌

恋
歌

矢
車
矢
車
矢
車

矢
車
のの のの
花花 花花

私
の
最
も
好
き
な
歌
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
例
に
し
て
、
情
景
・

心
象
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
い
ま
は
、
引
き
算
の
反
対
、
足
し
算
の
作
業
と

し
て
た
ど
っ
て
み
る
。
ま
ず
、
冒
頭
の
函
館
で
あ
る
が
、
北
は
北
海
道
、
冷

涼
な
気
温
で
爽
や
か
、
し
か
も
な
に
か
懐
か
し
い
感
じ
が
す
る
。
の
ち
に
は

流
行
歌
に
も
う
た
わ
れ
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
気
に
も
な
る
。
そ
こ
の
青
柳
町

で
あ
る
。
青
柳
町
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
よ
く
知
ら
な
い
が
名
前
か
ら
し
て
、

青
々
と
し
た
柳
が
あ
る
町
で
あ
ろ
う
か
ら
や
は
り
み
ず
み
ず
し
い
新
鮮
さ

を
お
ぼ
え
る
。
作
者
は
そ
の
、
青
柳
町
の
長
屋
（
あ
る
い
は
小
さ
な
木
造
の

二
階
か
？
）
か
な
に
か
の
一
角
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
友

達
と
共
に
同
宿
し
て
い
る
。
友
達
も
啄
木
も
ま
だ
若
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の

友
達
は
歌
詠
み
の
仲
間
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
友
達
が
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い

る
。
恋
の
歌
な
の
で
あ
る
。
初
恋
か
も
し
れ
な
い
、
そ
し
て
、
宿
の
庭
先
に

は
矢
車
草
が
咲
い
て
い
る
。
矢
車
草
は
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
花
で
あ
る
。

花
も
友
達
も
、
そ
し
て
そ
の
恋
も
ま
だ
若
若
し
く
新
鮮
さ
を
覚
え
る
・
・
・
・
・
・
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
あ
の
こ
ろ
、
あ
の
場
所
が
な
つ
か
し
い
な
あ
と
往
時

を
偲
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。
た
っ
た
三
十
一
文
字
の
な
か
に
こ
れ
だ
け
の
も

の
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
矢
車
草
の
花
こ
と
ば
は
幸
福
感
な
そ
う

だ
。
啄
木
の
短
い
生
涯
、
二
十
六
年
間
の
人
生
の
な
か
で
こ
の
函
館
で
の
生

活
が
少
な
い
幸
福
な
時
期
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

余
談
で
あ
る
が
、
啄
木
の
歌
集
に
は
誤
植
が
多
い
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
活
字
を
拾
う
植
字
工
が
歌
の
哀
し
さ
に
涙
で
眼

が
く
も
り
が
ち
に
な
り
誤
っ
て
し
ま
う
か
ら
な
そ
う
で
あ
る
。

次
に
、
更
に
引
き
算
が
進
ん
だ
俳
句
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

松
尾
芭
蕉
、

象
潟
象
潟
象
潟

象
潟
やや やや

雨雨 雨雨
にに にに
西
施
西
施
西
施

西
施
のの のの
合
歓
合
歓
合
歓

合
歓
（（ （（
ね
ぶ
ね
ぶ
ね
ぶ

ね
ぶ
）） ））
のの のの
花花 花花

ま
た
、
地
名
を
読
み
込
ん
だ
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
象
潟
は
秋
田
県
の
南

に
あ
り
松
島
と
同
じ
よ
う
な
小
島
が
多
く
浮
か
ん
だ
風
光
明
媚
な
と
こ

ろ
・
・
・
・
・
・
。
（
現
在
は
そ
の
面
影
が
無
い
と
言
う
）
私
に
は
何
と
な

く
朝
が
た
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
。
芭
蕉
は
旅
の
身
に
あ
り
こ
の
有
名
な
美
し
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い
海
岸
を
鑑
賞
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
期
待
に
そ
わ

ず
雨
が
降
っ
て
い
た
。
ふ
と
見
る
と
合
歓
の
花
が
咲
い
て
い
て
、
降
る
小
雨

に
風
情
の
あ
る
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
西
施
は
有
名
な
中
国
の
美
人
、
国
や

城
を
か
け
て
ま
で
得
た
い
と
願
う
ほ
ど
美
し
い
と
い
う
の
だ
か
ら
ど
ん
な

人
だ
っ
た
ろ
う
と
想
像
し
て
し
ま
う
。
そ
の
眉
は
、
の
ち
に
「
顰
に
な
ら
う
」

と
い
う
故
事
が
生
ま
れ
た
ほ
ど
の
整
っ
た
美
し
い
眉
だ
っ
た
ら
し
い
。
ね
む

の
花
は
ご
存
知
の
通
り
、
眉
の
よ
う
な
形
状
を
し
た
ピ
ン
ク
色
の
は
な
び
ら

を
持
っ
て
い
る
。
花
が
ま
る
で
西
施
を
思
わ
せ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
合
歓
の
花
の
字
か
ら
な
に
か
色
っ
ぽ
い
も
の
を
感
じ
る
。
旅
先
の
情

景
と
歴
史
上
の
事
象
が
見
事
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

古
池
古
池
古
池

古
池
や
か
わ
ず
と
び
こ
む

や
か
わ
ず
と
び
こ
む

や
か
わ
ず
と
び
こ
む

や
か
わ
ず
と
び
こ
む
水水 水水
のの のの
音音 音音

は
余
り
に
も
有
名
な
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
秀
作
と
同
時
に
駄

作
と
い
う
評
価
が
あ
る
。
芭
蕉
が
古
池
の
静
寂
さ
を
破
る
蛙
に
、
新
た
な
俳

句
の
境
地
を
展
開
す
る
心
意
気
を
詠
ん
だ
な
ど
と
言
わ
れ
た
り
し
て
い
る

が
私
に
は
あ
ん
ま
り
ぴ
ん
と
こ
な
い
。
引
き
算
の
結
果
こ
う
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
足
し
算
を
し
て
元
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
復
元
す
る
の
が
私
の
知

識
と
想
像
力
で
は
か
な
り
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
十
七
文
字
と
い
う
制
約
さ

れ
た
条
件
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
致
し
方
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
ど
う
も

私
に
は
引
き
算
の
し
過
ぎ
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
同
じ
芭
蕉
の
句

で
も
、

夏
草
夏
草
夏
草

夏
草
やや やや
強
者
強
者
強
者

強
者
ど
も
の

ど
も
の

ど
も
の

ど
も
の
夢夢 夢夢
の
あ
と

の
あ
と

の
あ
と

の
あ
と

と
か
、

加
賀
の
千
代
女
の

朝
顔
朝
顔
朝
顔

朝
顔
に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
ひ

に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
ひ

に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
ひ

に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水水 水水

の
よ
う
な
傾
向
の
句
の
ほ
う
が
好
き
だ
。
読
み
手
の
対
象
に
つ
い
て
の
感
情

移
入
が
よ
く
伝
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
海
外
で
も
俳
句
が

さ
か
ん
に
行
わ
れ
だ
し
て
い
る
と
い
う
が
こ
れ
に
は
驚
く
。
日
本
語
独
特
な

表
現
形
式
で
か
な
り
の
制
約
が
あ
ろ
う
が
、
心
象
風
景
を
で
き
る
だ
け
簡
潔

に
引
き
算
を
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
魅
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

終
わ
り

２
０
１
２
年
７
月
・
１
２
月
修
整


