
近
代小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て

中
　
野
恵
　
海

は
し
が
き

　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
　
じ

人
間
に
と
っ
て
「
生
死
」
ほ
ど
の
大
事
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
「
死
」
の
場
面
の
描
写
は
古
典
、
近
代
を
通
じ
て
意
外
に
少
な
い
。

そ
の
少
な
い
「
死
」
の
描
写
に
注
意
し
て
み
る
と
流
石
に
緊
迫
感
と
冷
厳
な
雰
囲
気
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
う
ち
特
に
近
代
小
説
に
お
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

て
は
、
そ
の
作
家
の
文
学
的
特
質
が
色
濃
く
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
こ
こ
に
筆
者
の
目
に
と
ま
っ
た
「
死
」
の
描
写
の
二
、
三
を
例
に
各
作
家
の
特
質
を
述
べ
て
み
た
。

一、

漱
石と
鴎
外

　
漱
石
の

『
こ
・
ろ
』
（
大
正
二
三
は
そ
の
晩
年
の
傑
作
で
あ
り
そ
の
代
表
作
で
あ
る
と
し
て
夙
に
定
評
が
あ
る
。
そ
の
『
こ
・
ろ
』
の
中

で
「

K
さ
ん
」
の
自
殺
の
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
か
　
が
ら
す
　
　
　
　
　
ぎ
が
ん

　
　
　
　
私
の

眼
は

彼
の

室
の中
を
一
目
見
る
や
否
や
、
恰
も
硝
子
で
作
っ
た
義
眼
の
や
う
に
、
動
く
能
力
を
失
ひ
ま
し
た
。
私
は
棒
立

　
　
　
た
ち
す
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
っ
ぷ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ま

　
　に
立
疎
み
ま
し
た
。
そ
れ
が
疾
風
の
如
く
私
を
通
過
し
た
あ
と
で
、
私
は
又
あ
・
失
策
っ
た
と
思
ひ
ま
し
た
。
も
う
取
り
返
し
が
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら

　
　
か
な
い
と
い
ふ
黒
い
光
が
、
私
の
未
来
を
貫
ぬ
い
て
、
一
瞬
間
に
私
の
前
に
横
は
る
全
生
涯
を
物
凄
く
照
ら
し
ま
し
た
。
さ
う
し
て



　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

　
　
私
は

が
た
く
顛
へ
出
し
た
の
で
す
。

　
右
の文
中
「
黒
い
光
」
と
い
う
難
解
な
語
が
あ
る
。
第
一
に
光
線
の
中
で
「
黒
い
光
」
と
い
う
の
が
既
に
不
可
解
で
あ
る
。
光
の
中
で

黒
色
の

光
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
仏
典
に
は
例
の
「
五
色
光
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
の
五

つ
の

光と
さ
れ
て
お
り
は
す
る
が
、
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
一
節
に
、

　
　
　
　
池中
蓮
華
。
大
如
車
輪
。
青
色
青
光
。
黄
色
黄
光
。
赤
色
赤
光
。
白
色
白
光
。
微
妙
香
潔
。

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
お
い
ろ

　
　

（池
の中
に
は
蓮
華
が
咲
い
て
い
て
、
そ
の
大
き
さ
は
、
ち
ょ
う
ど
車
の
輪
の
よ
う
で
、
青
色
の
花
に
は
青
い
光
が
あ
り
、
黄
色
の

　
　
　
　
　
き
い
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
い
ろ

　
　
花
に
は
黄
い
花
が
あ
り
、
赤
色
の
花
に
は
赤
い
光
が
あ
り
、
白
色
の
花
に
は
白
い
光
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
け

　
　
　
　
　
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
お

　
　だ
か
い
浄
ら
か
な
香
り
を
放
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
『
聖
典
意
訳
・
浄
土
三
部
経
』
西
本
願
寺
刊
　
　
）
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
ご
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
じ
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　と
あ
り
、
極
楽
の
荘
厳
が
述
べ
ら
れ
る
場
面
に
黒
色
の
光
は
出
て
来
な
い
。
奔
放
豊
饒
な
表
現
に
富
む
経
典
に
も
黒
色
の
光
の
イ
メ
ー
　
　
　
「

ジ
は
不
自
由
の
様
で
あ
る
。
「
光
」
と
は
元
来
、
智
恵
の
光
明
と
呼
ば
れ
て
、
我
々
衆
生
を
悟
り
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
光
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ヒ
つ

無
い
と
こ
ろ
が
闇
黒
の
世
界
で
あ
り
、
迷
妄
と
煩
悩
の
充
満
す
る
と
こ
ろ
、
即
ち
光
明
土
、
天
上
界
と
は
対
照
の
「
罪
」
の
世
界
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
ゆ

「

黒
い光
」
と
は
こ
の
場
合
「
私
」
（
先
生
）
の
心
に
生
じ
た
罪
の
意
識
を
意
味
す
る
比
喩
的
表
現
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ん
　
げ

瞬
のう
ち
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
」
と
は
、
罪
の
意
識
に
よ
っ
て
さ
ら
け
出
さ
れ
た
幟
悔
反
省
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

罪
の
意
識
の
表
白
を
善
導
大
師
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ご
う
　
　
　
　
こ
の
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
て
ん
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
つ
り

　
　
　
　自
身
は
現
に
是
れ
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
瞳
劫
よ
り
己
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
（
散
善
義
）

　
「も
う
取
り
返
し
が
付
か
な
い
と
い
う
黒
い
光
が
一
瞬
、
私
の
全
生
涯
を
物
凄
く
照
ら
す
」
と
い
う
文
章
は
善
導
の
述
べ
る
罪
悪
感
と

同
じ
く
、
罪
の
意
識
に
う
ち
の
め
さ
れ
た
絶
望
の
果
て
の
内
面
描
写
と
い
う
風
に
私
に
は
思
え
る
。

近代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て



近
代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て

　
漱石
は
ま
こ
と
に
倫
理
意
識
の
強
い
作
家
で
あ
る
。
最
初
の
三
部
作
『
三
四
郎
』
『
そ
れ
か
ら
』
『
門
』
に
於
て
は
、
男
女
愛
情
の
倫
理
を

追
求
し
、
二
回
目
の
三
部
作
『
彼
岸
過
迄
』
『
行
人
』
『
こ
・
ろ
』
に
於
て
は
罪
の
意
識
を
追
求
し
た
も
の
の
如
く
解
さ
れ
る
。
漱
石
の
文
学

は
遂
に
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
追
求
し
、
そ
れ
を
超
克
し
て
新
し
き
倫
理
を
う
ち
建
て
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
思
い
を

痛感
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
こ
こ
の
『
こ
・
ろ
』
の
描
写
に
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　そ
れ
で
は
鴎
外
は
ど
う
か
。
こ
の
気
持
か
ら
私
は
『
高
瀬
舟
』
（
大
正
・
五
）
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　高
瀬
舟
の
上
で
語
ら
れ
る
喜
助
の
物
語
は
痛
烈
、
凄
惨
で
あ
る
。
自
殺
を
は
か
っ
た
弟
の
様
子
を
述
べ
て
、

　
　
　
　
　
　
ま
っ
さ
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
セ
ロ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ま

　
　
i
弟
は
真
蒼
な
顔
の
、
両
方
の
頬
か
ら
膿
へ
掛
け
て
血
に
染
っ
た
の
を
挙
げ
て
、
わ
た
く
し
を
見
ま
し
た
が
、
物
を
言
ふ
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　出
来
ま
せ
ぬ
。
息
を
い
た
す
度
に
、
創
口
で
ひ
ゅ
う
く
と
云
ふ
音
が
い
た
す
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
現
場
の

情
況
描
写
が甚
だ
詳
細
、
明
確
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
ー
わ
た
く
し
は
な
ん
で
も
一
と
思
に
し
な
く
て
は
と
思
っ
て
膝
を
橦
く
や
う
に
し
て
体
を
前
へ
乗
り
出
し
ま
し
た
。
弟
は
衝
い
て
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ど
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
　
　
と
ニ
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
そ
り

　
　ゐ
た
右
の
手
を
放
し
て
、
今
ま
で
喉
を
押
へ
て
ゐ
た
手
の
肘
を
床
に
衝
い
て
、
横
に
な
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
剃
刀
の
柄
を
し
っ

　
　
か
り
握
っ
て
、
ず
っ
と
引
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
じ
ょ
う
は
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
て
つ

　
情
景
が

恰も
浄
破
璃
の
鏡
に
か
け
た
が
如
く
明
激
で
、
事
実
そ
の
も
の
が
読
者
に
迫
る
。

　
　
1
わ
た
く
し
は
剃
刀
を
抜
く
時
、
手
早
く
抜
か
う
、
真
直
に
抜
か
う
と
云
ふ
だ
け
の
用
心
は
い
た
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
抜
い
た

　
　
　
　
て
ニ
た
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
そ
と

　
　時
の
手
応
は
、
今
ま
で
切
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
所
を
切
っ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
刃
が
外
の
方
へ
向
い
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
、
外
の

　
　
方
が
切
れた
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

　
　
　
　
　
　
れ
い
せ
い

　医
師
の
如
く
冷
静
で
あ
る
な
ん
て
云
う
形
容
が
あ
る
が
こ
の
場
合
鴎
外
は
正
し
く
人
間
の
身
体
組
織
に
く
わ
し
い
医
者
で
も
あ
る
。
「
今

ま
で
切
れ
て
い
な
か
っ
た
所
を
切
っ
た
よ
う
に
」
と
い
う
表
現
は
、
ぞ
っ
と
す
る
程
の
迫
力
を
持
っ
て
い
る
。
漱
石
の
場
合
と
違
っ
て
私



に
は
こ
こ
に
鴎
外
の
も
つ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
極
限
を
見
る
思
い
が
す
る
。

二
、
独
歩
と
丹
羽
文
雄

　
独歩
の
初
期
の
作
品
に
『
死
』
（
明
治
三
十
一
年
六
月
、
国
民
之
友
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
筆
致
は
『
二
少
女
』
や
『
巡
査
』
（
明
治
三
十
五
年
二
月
、

小
柴
舟
）
風
の
写
実
的
な
も
の
で
、
こ
れ
等
以
上
に
構
成
な
ど
も
し
っ
か
り
出
来
て
い
る
。
内
容
は
そ
の
も
の
ず
ば
り
友
人
の
「
死
」
を
描

い
た
も
の
で
、
こ
の
友
人
富
岡
は
内
攻
的
、
寡
黙
で
友
人
も
少
く
筆
者
に
は
な
ん
だ
か
漱
石
『
こ
・
ろ
』
の
「
K
さ
ん
」
に
似
通
う
も
の

が

感じ
ら
れ
る
。
そ
の
富
岡
が
或
る
日
突
然
死
ん
で
し
ま
う
。
自
殺
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
こ
ん
な
風
に
描
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
　
ぷ

　
　
ー
書
卓
の
上
の
洋
燈
に
火
を
点
け
る
と
今
ま
で
暗
か
っ
た
室
が
俄
か
に
明
る
く
な
り
机
の
脚
も
と
ま
で
流
れ
て
ゐ
る
鮮
血
が
一
時

　
　
に

物す
ご
く
光
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　不
幸
に
も
楽
の
顔
は
此
か
を
向
い
て
ゐ
る
。
其
両
眼
は
半
ば
開
き
纏
⑳
血
顔
の
半
面
に
ま
み
れ
歯
を
喰
ひ
し
ば
り
拳
を
固
く
握
り
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
へ

　
　
其
拳も
亦
た
血
に
ま
み
れ
て
ゐ
た
。
渠
は
役
所
か
ら
帰
宅
っ
て
其
侭
衣
服
も
着
代
へ
な
い
と
見
え
て
洋
服
を
着
て
ゐ
た
。
顔
の
半
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む

　
　に
染
ま
ら
ぬ
処
は
洋
燈
の
光
を
受
け
て
兼
ね
て
蒼
白
な
顔
が
愈
々
蒼
白
に
見
え
た
。
此
惨
憺
た
る
光
景
に
自
分
は
思
は
ず
顔
を
背
け

　
　ん
と
す
る
時
ピ
カ
リ
と
眼
を
射
た
も
の
は
傍
に
投
げ
て
あ
る
短
刀
で
あ
っ
た
。

　
描
写
ぶり
は
前
述
の
如
く
可
成
り
良
く
出
来
て
い
る
。
然
し
こ
の
作
品
の
特
質
は
こ
の
よ
う
な
写
実
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
友

の

死を
通
し
て
述
べ
よ
う
と
す
る
そ
の
主
観
、
そ
の
主
張
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
シ
め
人

そ
れ
は
何
か
。
簡
単
に
∋
口
え
ば
．
死
の
妻
そ
の
も
の
に
幕
し
た
い
」
と
い
う
作
者
の
願
い
で
あ
る
。
。
れ
が
モ
チ
，
フ
で
あ
り
、

結
末
に
は
絶
叫
す
る
が
如
く
集
約
的
に
叙
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ェ
　
ス
ノ
ト
フ
ェ
　
ス

　
　
ー
そ
し
て
今
も
悶
い
て
ゐ
る
自
分
は
固
く
信
ず
る
。
面
と
面
、
直
ち
に
事
実
と
萬
有
と
に
対
す
る
能
は
ず
ん
ば
「
神
」
も
「
美
」

近代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て



近代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
か

　
　も
「
直
」
も
遂
に
幻
影
を
追
ふ
一
種
の
遊
戯
た
る
に
過
ぎ
な
い
と
、
し
か
し
て
た
．
・
斯
く
信
ず
る
許
り
で
あ
る
。

　篇
中
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

　
　
ー
死
の
影
は
此
惨
憺
た
る
一
室
を
覆
ふ
て
ゐ
る
。
し
か
し
自
分
と
富
岡
の
死
と
の
間
に
は
天
地
の
隔
離
が
あ
っ
て
却
て
自
分
の
脳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ん
め
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
だ
ん

　
　
底

暗
黒
の

裡
に
は
生
き
て
ゐ
る
富
岡
が
分
明
に
微
笑
し
て
ゐ
る
。
渠
の
平
常
の
行
為
容
貌
性
癖
一
口
に
い
へ
ば
生
命
あ
る
活
動
す
る

　
　平
常
の
渠
が
極
め
て
分
明
で
あ
る
。
眼
を
開
け
る
と
富
岡
の
血
に
ま
み
れ
た
死
体
が
横
は
つ
て
ゐ
る
。
眼
を
閉
つ
る
と
富
岡
は
生
き

　
　
て

現は
れ
て
来
る
。
乃
ち
此
時
は
自
分
の
目
前
に
在
る
「
死
」
の
事
実
よ
り
も
自
分
の
脳
底
に
深
く
刻
ま
れ
て
ゐ
る
「
死
体
」
の
幻

　
　影
の
方
が
自
分
の
感
情
に
取
っ
て
は
更
ら
に
力
あ
る
事
実
で
あ
っ
た
。

　
い
さ
さ
か
理
屈
っ
ぽ
い
が
主
旨
は
良
く
解
る
。
こ
れ
は
結
末
の
絶
叫
と
合
体
し
て
、
あ
の
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
（
明
治
三
十
四
年
十
一
、
小

天
地
）
に
於
け
る
岡
本
の
叫
び
と
同
じ
熱
い
願
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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死
の神
秘
に
着
目
し
て
、
こ
れ
に
対
決
し
よ
う
と
す
る
こ
の
姿
勢
は
独
歩
の
稟
質
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
さ
に
宗
教
的
体
　
　
　
一

質
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
宗
教
的

体質
と
い
う
事
で
、
私
は
最
後
に
丹
羽
文
雄
の
も
の
を
挙
げ
て
み
た
い
。
元
来
が
早
稲
田
仕
込
み
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
腕
を
磨
い

た
丹
羽
は
、
勿
論
客
観
小
説
に
専
念
し
、
大
体
は
私
小
説
否
定
派
で
は
あ
っ
た
が
、
息
子
の
国
際
結
婚
に
激
怒
し
て
、
思
わ
ず
私
小
説
『
有

情
』
を
書
い
て
し
ま
っ
た
事
情
は
兎
も
角
と
し
て
、
彼
の
所
謂
「
生
母
も
の
」
の
中
に
は
そ
れ
も
混
入
す
る
こ
と
と
は
な
っ
た
。
彼
の
「
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
う
え
ん

母も
の
」
は
虞
女
作
『
鮎
』
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
終
焉
の
『
う
な
ず
く
』
『
も
と
の
顔
』
（
昭
和
三
＋
二
年
）
に
終
る
が
、
こ
の
最
後
の
二
作
は

こ
の
生
母
の
臨
終
を
直
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
作
者
は
「
紋
多
」
と
し
て
出
て
い
る
）

　
　
　
　寝
つ
い
て
か
ら
の
母
は
、
子
供
の
よ
う
に
小
さ
く
な
っ
て
見
え
た
。
紋
多
は
、
た
ば
こ
を
吸
っ
た
。
そ
の
さ
ま
を
、
母
は
見
つ

　
　
め
て
い
る
。



　
　

「

お

ばあ
さ
ん
も
、
た
ば
こ
を
吸
う
？
」

　
　
　
母は
、
う
な
つ
い
た
。
紋
多
は
自
分
の
吸
っ
て
い
た
た
ば
こ
を
、
母
の
唇
に
あ
て
が
っ
た
。
吸
お
う
と
し
て
母
は
、
口
を
す
ぼ
め

　
　た
。
最
初
は
、
空
を
吸
っ
た
が
、
二
度
目
は
う
ま
く
い
っ
た
。
し
か
し
、
鼻
か
ら
出
す
ま
で
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
う
一
度
、
吸

　
　わ
せ
て
み
た
。
煙
は
弱
く
口
に
の
こ
り
、
口
か
ら
出
て
、
消
え
た
。
そ
の
た
ば
こ
を
、
紋
多
は
ま
た
吸
っ
た
。

　
　

「た
ば
こ
は
、
お
い
し
い
？
」

　
　
　
母は
、
う
な
ず
い
た
。
（
う
な
ず
く
）

　
か
つ　

嘗
て
、
亀
井
勝
］
郎
は
、
こ
の
二
作
に
つ
い
て
全
文
母
を
悼
む
の
一
語
も
無
い
が
、
行
間
に
は
祈
り
心
が
溢
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

が
、
同
感
で
あ
る
。
「
煙
は
弱
く
口
に
の
こ
り
、
口
か
ら
出
て
、
消
え
た
。
そ
の
た
ば
こ
を
、
紋
多
は
ま
た
吸
っ
た
。
」
の
如
き
、
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

客
観
描
写
の
文
章
で
あ
ろ
う
か
。
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「あ
っ
、
息
が
と
ま
っ
た
」

　
　
　し
か
し
、
や
が
て
ま
た
息
を
し
た
。

　
　

「ま
た
、
と
ま
っ
た
？
」

　
　
　そ
ん
な
こ
と
を
三
、
四
回
く
り
か
え
し
た
。
母
の
喉
が
、
く
く
っ
と
鳴
っ
た
。
そ
れ
は
、
声
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　
　

「息
が
と
ま
っ
た
ら
し
い
」

　
　
　
紋多
は
、
ま
た
息
を
す
る
の
を
見
守
っ
て
い
た
。
が
、
母
の
胸
は
静
か
に
な
っ
た
き
り
で
あ
る
。
看
護
婦
が
立
上
る
と
頭
を
下
げ

　
　た
。
（
も
と
の
顔
）

　
丹
羽
は
昭
和
五
十
二
年
、
七
十
四
才
で
文
化
勲
章
を
受
け
た
。

近代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て



近代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て

　そ
の
時
の
通
知
端
書
に

　
　
1
私
の
文
化
勲
章
受
章
に
際
し
て
、
お
祝
ひ
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す

　
　
四
十
五
年
昔
生
家
の
寺
を
と
び
出
し
ま
し
た
が
　
い
ま
の
私
の
心
境
は
あ
の
ま
ま
寺
の
住
職
と
し
て
納
ま
っ
て
い
る
よ
り
も
は

　
　る
か
に
切
実
に
仏
教
者
と
し
て
の
自
覚
が
も
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
　
皮
肉
な
結
果
と
な
り
ま
し
た
が
　
あ
り
が
た
い
こ
と
と
思

　
　
っ

て

い
ま
す
　
こ
れ
も
ひ
と
へ
に
亡
き
母
の
お
か
げ
で
し
た

　
　
　
こ

の書
状
を
も
っ
て
　
お
礼
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

　
　
　昭
和
五
十
二
年
十
一
月
吉
日

　と
書
い
た
。
母
の
死
後
約
二
十
年
が
経
過
し
、
丹
羽
も
母
の
年
齢
に
近
づ
い
て
い
る
。
「
こ
れ
も
ひ
と
へ
に
亡
き
母
の
お
か
げ
」
と
書
く
、

丹羽
の
心
情
は
重
要
で
あ
る
。
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近代
文
学
者
の
中
で
、
美
し
い
女
性
を
描
い
て
名
を
為
し
た
作
家
は
、
紅
葉
、
鏡
花
、
荷
風
、
潤
一
郎
、
川
端
な
ど
と
そ
の
数
は
多
く
、
　
　
一

そ
の
マ
ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
振
り
も
勿
論
さ
ま
ざ
ま
に
且
つ
個
性
的
で
あ
る
。

　
丹
羽
の

母は
永
く
生
き
た
。
（
生
母
享
年
七
十
六
才
）
そ
し
て
『
鮎
』
に
描
か
れ
る
、
む
せ
返
る
よ
う
な
女
ざ
か
り
の
美
婦
を
通
り
過
ぎ

て

丹
羽
に

『

厭
や
がら
せ
の
年
齢
』
を
書
か
し
め
、
絶
望
と
苦
悶
と
を
与
え
、
遂
に
は
罪
と
救
い
と
死
と
、
人
生
永
遠
の
、
そ
し
て
最
高

の

課
題
であ
る
宗
教
的
救
済
へ
と
彼
を
導
い
て
『
も
と
の
顔
』
に
達
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
こ
の
作
品
の
意
味
は
深
い
。

　
筆者
は
嘗
て
こ
う
書
い
た
。

　
　
　
　
誰も
が
夫
々
の
母
を
持
つ
人
の
子
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
又
お
の
が
う
ち
に
老
と
死
と
を
見
つ
め
つ
づ
け
る
人
間
で
あ
る
限
り
、

　
　
丹羽
が
身
を
も
っ
て
描
い
た
こ
の
「
生
母
も
の
」
が
語
る
「
女
の
一
生
」
は
、
大
き
な
人
生
的
課
題
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
彼
の
文
学
的

　
　
生命
の
つ
づ
く
限
り
、
我
々
に
働
き
か
け
る
事
を
や
め
な
い
で
あ
ろ
う
。



む
す
び

　前
述
の
如
く
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
「
死
」
の
描
写
を
通
し
て
う
か
が
え
る
近
代
作
家
達
の
文
学
的
特
質
は
、
誠
に
平
凡
な
こ
と
な
が

ら
、
漱
石
に
つ
い
て
は
そ
の
倫
理
性
の
高
さ
や
深
さ
を
、
そ
し
て
鴎
外
に
つ
い
て
は
、
透
徹
し
た
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
迫
力
を
、
そ
し
て

独
歩と
丹
羽
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
宗
教
的
稟
質
や
体
質
を
、
指
摘
し
た
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

一

　

一

近代
小
説
に
見
ら
れ
る
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て


