
泉

鏡

花

｢歌
行
燈
｣
論

■

泉
鏡
花
が
明
治
三
十
九
年
十

一
月

『新
小
説
』
に
発
表
し
た

｢春
畳
｣

と
明
治
四
十
三
年

一
月
同
誌
に
発
表
し
た

｢歌
行
燈
｣
と
.の
間
に
は
'
芸

にわ

能
の
発
生
す
る
場

の
萌
芽
と
､
そ
の
開
花
結
実
と
い
う
系
譜
が
明
ら
か
に

み
て
と
れ
る
｡

芸
能
の
租
型
で
あ
る
饗
宴
の
様
式
と
そ
こ
に
登
場
す
る
砿
女
と
し
て
の

遊
女
'
そ
の
遊
女
が
生
き
る
場
と
し
て
の
遊
郭
の
成
り
立
ち
を
'
｢審
査
｣

にわ

1
編
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
.
饗
宴
と
し
て
の
遊
郭
は
芸
能
の
場

で
あ
り
､

そ
れ
は
様
式
の
力
を
最
大
限
に
揮
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
世

界
で
あ
る
｡
い
わ
ば
虚
構
の
も
つ
呪
力
の
発
現
す
る
世
界
で
あ
っ
た
｡
例

え
ば
作
中
に
挿
入
さ
れ
た

｢う
た

,
寝
に
懸
し
き
人
を
見
て
L
よ
り
夢
て

ふ
も
の
は
た
の
み
そ
め
て
き
｣
と
い
う
小
野
小
町
の
和
歌
も
'
李
巽
の
｢宮

姓
の
歌
｣
の
1
節
も
'
怪
異
な
恋
愛
を
夢
化
し
て
ゆ
-

1
つ
の
効
果
音
と

し
て
の
祭
文
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
祭
り
を
通
し
て
現
実
を
次
々
に
夢

木

村

洋

子

化
し
て
ゆ
-
鏡
花
の
こ
の
小
説
の
方
法
は
､
鏡
花
自
身
の
意
志
の
関
わ
り

を
こ
え
て
'
お
そ
ら
く

1
種
の
狂
気
と
も
名
づ
け
な
け
れ
ば
お
さ
ま
ら
ぬ

ほ
ど
の
､
芸
能
様
式

へ
の
強
い
衝
動
に
支
え
ら
れ
て
い
る
o
｢歌
行
燈
｣

r

は
こ
の
よ
う
な

｢春
畳
｣
の
譜
を
受
け
て
'
そ
れ
を
更
に
発
展
さ
せ
た
作

14

品
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

一

にわ

｢歌
行
燈
｣
の
場
は
こ
こ
で
は
桑
名
で
あ
る
が
'
こ
れ
も
文
字
通
り
地

名
に
と
ど
ま
ら
ず
'す
で
に
そ
の
ま
ま
舞
台
空
間
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

中
世
か
ら

〟十
楽
の
津
が

と
よ
ば
れ
た
桑
名
に
本
多
忠
勝
が
入
城
し
て
ほ

ぼ
現
在
の
町
割
を
つ
-
っ

た
の
は
､
関
力
原
の
合
戦
の
翌
年
で
あ
る
と
い

う
｡
港
町
と
し
て
栄
え
､
多
-
の
文
人
墨
客
の
碑
も
遺
さ
れ
て
い
る
｡
宿

場
の
本
陣
あ
と
は
船
津
屋
と
い
う
旅
館
に
か
わ
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
が
｢歌

(止杜
-
)

行
燈
｣
の
湊
屋
で
あ
る
と

rlll重
県
の
歴
史
散

歩

』
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
0

ま
た
桑
名
宗
社

(神
社
)
は
春
日
さ
ん
と
土
地
の
人
が
い
う
奈
良
春
日
大

明
神
を
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
が
'
関
西
と
東
海
と
の
交
流
地
点

で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
｡
｢七
里
の
渡
し
｣
は
安
藤
広
重
の

｢東
海

道
五
十
三
次
｣
に
描
か
れ
て
い
る
が
'
尾
張
の
通
称
宮

(熱
田
神
宮
)
か



ら
海
上
七
里
の
船
道
を
渡
る
の
が
東
海
道
の
本
道
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
こ

の
長
良
､
揖
斐
､
木
曽
の
三
大
河
川
の
下
流
に
開
け
た
デ
ル
タ
地
帯
を
か

か
え
た
'
輪
中
を
も
つ
桑
名
は
'
東
海
道
五
十
三
次
を
旅
す
る
往
還
の
人

々
が
'
伊
勢
参
宮
の
帰
途
に
遊
興
す
る
山
田
や
古
市
と
同
じ
-
熱
田
参
宮

の
後
に
遊
興
す
る
桑
名
は
､
宿
場
で
あ
っ
て
同
時
に
遊
廓
を
擁
す
る
土
地

で
も
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に

｢歌
行
燈
｣
の

(旅
)
の
空
間
で
あ
る
桑
名
は
､
重
な
る

過
去
時
制
を
所
有
し
て
い
る
､
い
わ
ば
前
人
に
よ
っ
て
踏
み
な
ら
し
'
語

り
な
ら
さ
れ
た
'
古
り
た
る
時
空
で
あ
る
｡
歌
枕
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

-
､
江
戸
時
代
の

｢竹
斉
物
語
｣
や
芭
蕉
の

｢甲
子
吟
行
｣
の
旅
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
土
地
を
旅
す
る
こ
と
は
現
在
と
過
去
が
重
奏
す
る

空
間
の
弔
い
､
訪
問
､
詣
で
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
｡
ま
た
'
旅
す
る
こ

と
は
そ
の
地

I
帯
の
歴
史
や
文
学
を
蘇
､え
ら
せ
､
そ
の
地
の
霊
を
呼
び
寄

●
●
●

せ
る
よ
す
が
と
な
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡
い
わ
ば
旅
人
た
ち
は
招

魂
者
と
な
っ
て
歩
-
の
で
あ
る
｡
旅
の
魂
乞
い
が
'
そ
の
地
の
地
霊
を
招

来
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡

作
中
の
宿
屋
湊
屋
が
海
に
突
き
出
た
川
口
に
あ
る
も
と
遊
女
屋
で
あ
っ

た
と
い
う
設
定
は
､芸
能
者
の
滞
在
す
る
場
と
し
て
ま
こ
と
に
適
切
で
あ
る
｡

さ
て
作
品
の
空
間
は
冒
頭
の
十
返
舎

一
九
の

｢東
海
道
中
膝
栗
毛
｣
を

重
ね
な
が
ら
､
徐
々
に
開
か
れ
て
い
る
｡

宮
垂
大
根
の
ふ
と
し
-
立
て
し
宮
柱
は
､
ふ
ろ
ふ
き
の
熱
田
の
神
の

み
そ
な
は
す
'
七
里
の
わ
た
し
浪
ゆ
た
か
に
し
て
'
来
往
の
渡
船
難
な

-
桑
名
に
つ
き
た
る
悦
び
の
あ
ま
り
-
･-
-

くち
ずさ

ひとりごと

と
口

謂

む
や
う
に

猫

言

の
､
膝
栗
毛
五
編
の
上
の
讃
初
め
､
霜
月
十

み
ず

ご

り

日
あ
ま
り
の
初
夜
｡
中
空
は
冴
切
っ
て
'
星
が
水

垢

離

取
り
さ
う
な
月をち

明
に
､
踏
切
の
桟
橋
を
渡
る
影
高
-
､
灯
ち
ら
〈

と
目
の
下
に
､
遠

こち

ステ
エ
シnン

近
の
樹
立
の
骨
ば
か
り
な
の
を
僻
め
な
が
ら
,
桑
名
の
停
車
場

へ
下
り

た
旅
客
が
あ
る
｡

こ
の
熱
田
の
神
の
宮
ほ
め
､
土
地
ぼ
め
の
祝
言
と
も
い
う
べ
き
文
を
み
る

と
き
､
弥
次
､
喜
多
の
旅
が
ほ
の
見
え
な
が
ら
'
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
｢歌

行
燈
｣
の
世
界
に
よ
び
入
れ
ら
れ
る
｡
ま
こ
と
に
巧
妙
な
地
霊
招
来
と
な
っ

て
い
る
｡
こ
の
滑
稽
味
を
も

つ
書
き
出
し
は
'
｢霜
月
十
日
あ
ま
り
の
初

ステ
エ
ション

夜
｡
｣
で
ピ
タ
リ
と
静
止
L
t
霜
月
十
日
あ
ま
り
に
､
桑
名
の
｢
停

車

場

へ

eel下
り
た
旅
客
｣
の
二
人
を
登
場
さ
せ
る
｡
伊
勢
と
熱
田
に
は
さ
ま
れ
た
こ
の

地
点
こ
そ
作
品
空
間
の
舞
台
で
あ
り
､芸
能
の
実
現
さ
れ
る
舞
台
で
あ
る
｡

霜
月
か
ら
連
想
さ
れ
る

｢秋
祭
り
｣
の
新
嘗
祭
｡
｢焦
茶
色
の
中
折
帽
'

年
配
六
十
二
三
の
信
玄
袋
を
片
手
に
'
片
手
に
煽
塙
傘
｣
の
禰
次
郎
兵
衛

と

｢
離
解
き
ん
｣
こ
と
そ
の
小
父
者
で

｢
や
が
て
七
十
に
な
る
人
柄
の
可

い
お
爺
様
｣
が

｢片
手
に
椋

を
む

い
て
｣
改
札
口
を
出
る
｡
｢
お
爺
様
｣

が

｢捻
平
｣
と
も
称
さ
れ
､
｢杖
｣
を
つ
い
て
登
場
す
る
の
は
､
象
徴
的

くち
ずさ

で
あ
り
'
し
か
も
そ
こ
で
口

詣

む

軌
赫

緋
が
や
げ
に

さ
ん
せ

みや
宮
の
お
か
め
が
'
-
-
ヤ
レ
コ
リ

ヤ

へ

よ
ヲ
し
よ
し
｡

と
い
う
桑
名
の
名
物
講
は
､
何
や
ら
予
祝
め
い
て
い
る
で
は
な
い
か
｡

冒
頭
の
(膝
栗
毛
)
に
よ
っ
て
旅
の
空
間
と
時
間
を
し
っ
ら
え
た
鏡
花
は
'

次
い
で
禰
次
善
多
気
取
り
の
老
人
を
登
場
さ
せ
'仮
面
の
な
い
仮
面
を
被
ら
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せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
能
の
｢翁
｣
を
思
わ
せ
る
｢品
の
い
い
お
爺
さ
ん
｣

●
●
●

●
●
●

は
｢捻
平
｣
と
も
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
､
ね
じ
る
と
は
ま
た
も
ど
く
で
も

あ
っ
て
'元
来
同
根
の
意
味
を
も
っ
た
言
葉
で
あ
り
､
こ
れ
も
も
ど
き
役
の

滑
稽
な
三
番
里
の
性
格
も
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
か
し
て
い
る
｡

こ
の
二
人
の
老
人
に
祝
福
さ
れ
た
舞
台
空
間
で
あ
る
桑
名
は
､
こ
の
よ

う
に
し
て
芸
能
の
場
の
性
格
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に

｢歌
行
燈
｣
は
過
去
の
国
文
学
を
豊
俵
に
受
け
継
ぎ
､
あ

た
か
も
巧
妙
に
象
験
し
た
工
芸
品
と
い
う
印
象
が
強
い
｡
そ
れ
を
解
-
に

●

は

一
つ
一
つ
探
る
詳
細
な
註
釈
書
の
出
現
を
侯
た
ね
ば
困
難
な
ほ
ど
で
あ

る
｡
こ
こ
で
は
作
品
と
最
も
深
い
関
わ
り
を
も
つ
伝
承
芸
能
で
あ
る

｢能

楽
｣
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
え
た
い
｡

二

｢歌
行
燈
｣
は
謡
曲
の
綴
織
と
い
っ
て
よ
い
性
格
を
も
つ
｡

ま
ず
謡
曲

｢松
風
｣
で
あ
る
｡
宗
山
と
喜
多
八
の
芸
の
試
合
で
､
｢
こ

れ
ほ
ど
の
松
風
は
東
京
で
も
き
け
ぬ
｣
と
出
て
-
る
｡
｢松
風
｣
は
古
来

｢熊
野
'
松
風
に
米
の
飯
｣
と
称
さ
れ
､
世
阿
弥
の
能

の
中
の
能
と
定
評

の
あ
る
夢
幻
能
で
あ
る
｡
源
氏
物
語

｢須
磨
｣
の
巻
の
面
影
を
漂
わ
せ
な

が
ら
､
あ
-
ま
で
も
さ
り
げ
な
-
布
置
さ
れ
て
い
る
の
も
巧
妙
で
あ
る
｡

次
に
'
｢杯
に
月
を
-
も
う
よ
座
頭
殿
｣
と
あ
る
の
は
､
狂
言

｢月
見

座
頭
｣
で
あ
り
､
座
頭
い
び
り
の
月
夜
の
饗
応
が
そ
の
主
題
で
あ
る
｡

そ
し
て
最
後
に
こ
の
作
品
で
も
っ
と
も
中
心
と
も
い
う
べ
き
謡
曲

｢海

人
｣
が
出
て
-
る
｡

(注
2
)

と
こ
ろ
で
こ
の
作
品
の
展
開
が

｢能
仕
立
て
で
あ
る
｣
と
す
る
評

家

は

多
い
が
､
吉
田
精

1
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
序
破
急
五
段
の
強
調
漸
層
法
に
か

な
う
と
す
る
論
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は
､

にわ

一
日
の
演
能
の
場
そ
の
も
の
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
い
っ
そ
う
注

目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'
と
私
は
考
え
る
｡
ま
ず
'
冒
頭
の
老
人
の

演
じ
る
番
外
の

｢翁
｣
で
あ
り
､
三
番
目
物

(か
づ
ら
物
)
の
シ
テ
を
女

性
と
す
る
夢
幻
能

｢松
風
｣
で
あ
り
､
狂
言

｢月
見
座
頭
｣
が
入
り
､
五

番
目
物

(切
能
物
)
早
舞
物
と
も
い
わ
れ
る

｢海
人
｣
が
演
じ
ら
れ
る
と

い
っ
た
よ
う
に
､

1
日
の
演
能
の
順
序
に
従
っ
て
'
筋
立
て
が
展
開
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
能
楽
作
品
が

｢歌
行
燈
｣
の
構
造
に
効
果
を

あ
げ
て
い
る
の
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
､
こ
こ
で
は
よ
り
い
っ
そ

う
作
品
の
内
容
と
関
わ
っ
て
テ
ー
マ
へ
と
遡
行
す
る
た
め
に

｢海
人
｣
に

注
目
し
た
い
｡

夢
幻
能
は
何
処
か
ら
と
も
な
-
現
わ
れ
た
ワ
キ
の
憎
や
旅
人

(実
は
化

身
)
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
に
ま
つ
わ
る
霊
の
鎮
魂
が
な
さ
れ
る
と
い
う
様

式
を
も
つ
｡
そ
の
旅
人

(化
身
)
が
見
聞
し
た
諸
国
の
物
語
を
'
旅
先
の

人
々
に
語
り
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
語
ら
れ
た
土
地
の
霊

(
シ
テ
)
が

鎮
魂
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

で
は
'
｢歌
行
燈
｣
に
夢
幻
能
｢
海
人
｣
が
謡
い
舞
わ
れ
る
の
は
'
ど
ん
な

意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
｡
す
な
わ
ち
な
ぜ
｢海
人
｣
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

雇

人
族
の
伝
承
を
語
り
伝
え
た
芸
能
の
徒
は
､
は
じ
め
天
語
部
と
も
ま

た
天
馳
健
と
も
い
わ
れ
た
｡
全
土
を
馳
せ
て
は
語
り
ご
と
を
伝
え
た
の
で

あ
る
｡
折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
､
神
楽
が
､
つ
ま
り
芸
能
発
生
の
重
要
な
原

点
の
ひ
と
つ
が
'
全
-
海
に
ふ
か
-
か
か
わ
っ
て
お
り
'
神
楽
の
最
初
に

<
ま

阿
知
女
と
あ
る
の
は
海

人

の
宰
領
で
あ
る
安
曇
氏
の
こ
と
で
阿
度
目
機
長

シカノシマ

の
こ
と
で
あ
る
｡
｢宇
佐
八
幡
と
関
係
の
深
い
､
筑
前
志
島
の
祭
り
に
'
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ノゾ

人
形
を
船
に
乗
せ
て
'
沖
に
漕
ぎ
出
で
'
船
の
上
か
ら
'
海
底
を
在
か
せ

る
式
が
あ
る
｡
海
の
精
霊
を
､
祭
り
に
参
輿
せ
し
め
る
為
の
'
お
迎
へ
人

形
で
あ
る
か
ら
'
元
来
は
海
底
の
神
が
精
霊
で
あ
る
訳
だ
が
'
こ
の
場
合

(注
-
)

に
は
'
お
迎

へ
人
形
の
万
が
､
精
霊
の
位
置
に
変

る

｡
｣

こ
の
人
形
が
す

な
わ
ち
'
お
三
重
で
あ
る
.
少
Y
と
も
お
三
重
の
海
上
で
の
修
業
の
原
型

は
'
海
の
精
霊
の
所
作
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
海
人
の
芸
は
や
が
て
遊

ほ
かひ
ぴと

女
の
芸
と
な
る
｡
例
え
ば
万
葉
集
巻
十
六
の

｢乞
食

者

の
詠
｣
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
､
ホ
カ
ヒ
ビ
-
は
ク
グ
ッ
'
カ
ジ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
｡

和
漢
朗
詠
集
に
は

｢遊
女
｣
と
題
し
て

自
浪
の
寄
す
る
な
ぎ
さ
に
よ
を
す
ぐ
す

海
人
の
子
な
れ
ば
宿
も
さ
だ
め
ず

(海
人
詠
)

う
か

れ

め

<
そ
ぴ
わ

<
着

と
あ
る
｡
大
伴
旅
人
に
も
遊

行

女

婦

を

字

で

｢
こ
じ
ま
｣
と
よ
ん
だ
歌
が

こ
はし
ぶね

あ
る
｡
披
女
ら
は
小
端

舟

に
乗
っ
て
商

い
を
し
た
こ
と
が
､
｢宇
治
拾
遺

物
語
｣
や

｢更
級
日
記
｣
に
も
描
写
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
｢梁
塵
秘
抄
｣
に
も
､

か
う
(tg

あ
り

我
が
子
は
十
余
に
成
り
ぬ
ら
ん

並

し

て
こ
そ
歩

-
な
れ

<ま
ぴと

に
汐
汲
む
と

い
か
に
海

人

集
ふ
ら
ん

ま
だ
L
と
て

ず
み
な
ぶ
る
ら
ん

い
と
を
L
や

田
子
の
浦

間
ひ
み
間
は

と
詠
ほ
れ
て
い
る
｡
汐
汲
む
海
人
と
は
女
で
あ
る
｡
山
根
太
夫
の
安
寿
で

あ
り
謡
曲

｢松
風
｣
の
松
風
や
村
雨
の
女
で
あ
り
､
作
品
の
お
三
重
に
か

さ
な
っ
て
く
る
｡

お
三
重
が
海
中

へ
な
ぶ
ら
れ
る
仕
置
き
の
場
は
'
謡
曲

｢海
人
｣
五
段

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
重
な
っ
て
い
る
｡
玉
取
り
の
海
女
が
､
海
中

へ
沈

む
場
面
で
あ
る
｡
お
三
重
の
修
練
の
苦
し
み
は
､
玉
取
り
海
女
の
死
闘
と

重
な
り
合
っ
て
'
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
の
で
あ
る
｡
そ
れ
と
は
反
対

に
､
結
末
で

｢
(喜
多
八
)
-
-
又
思
切

っ
て
手
を
合
せ
'
南
無
や
志
渡

寺
の
献
部
齢
砂
の
力
を
あ
は
せ
て
た
び
給

へ
と
･･･-
｣
と
舞
い
謡
い
納
め

ら
れ
る

一
曲
は
､
ま
こ
と
に
高
ら
か
な
調
子
を
帯
び
た
志
渡
寺
縁
起
講
仏

の
詞
章
で
あ
る
｡
喜
多
八
と
源
三
郎
の
父
子
対
面
の
場
に
も
､
淡
海
公
と

房
前
大
臣
と
の
父
子
対
面
の
場
が
二
重
映
し
に
浮
か
び
出
て
-
る
の
で
あ

る
｡
こ
う
し
た
効
果
音
と
効
果
的
映
像
を
ね
ら
っ
て
象
巌
さ
れ
た
の
が
'

｢海
人
｣

一
曲
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
海
人
の
女
が
前
ジ
テ
で
現

わ
れ
'
竜
女

(房
前
の
母
の
霊
)
の
仕
方
語
り
を
L
t
終
段
で
は
志
渡
寺

一

繁
栄
と
母
の
成
仏
を
祈
る
と
い
う
鎮
魂
の
道
行
は
､
ま
さ
に
夢
幻
能
の
様
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式
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

一

と
こ
ろ
で

｢歌
行
燈
｣
世
界
は
'
こ
の
一
日
の
演
能
に
お
け
る
能
楽
の

様
式
に
支
､え
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
'
能
楽
の
修
行
の
構
造
を
も
描
い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
芸
能
の
構
造
と
い
う
こ
と
ば
を

｢芸
道
｣
と

置
き
か
え
て
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

｢海
人
｣

1
曲
を
は
さ
ん
だ
芸
道
の
世
界
の
厳
し
い
構
図
は
､
遠
い
芸

シ
テ

能
発
生
の
い
に
し
え
を
喚
起
す
る
海
人
部
に
ゆ
か
り
の
'
海
女
を
主

人

公

と
し
た

｢海
人
｣
一
曲

の
伝
承
に
つ
ら
な
り
､
｢あ
ま
の
舞

い
｣
伝
承
の

過
程
そ
の
も
の
に
結
び
つ
-
｡
さ
ら
に
そ
れ
は

｢芸
｣
の
継
承
の
屈
折
し

た
争
闘
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
例
え
ば
喜
多
八
と
宗
山
と
の
雑
木
林
で

の
対
戦
で
あ
る
｡
宗
山
は
本
流
を
意
味
す
る

｢宗
｣
を
名
に
冠
す
る
惣
市

と
名
の
る
検
校
で
あ
る
｡
芸
能
の
天
狗
で
あ
り
'
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ



悪
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
醜
悪
な
姿
形
と
面
貌
と
を
も
ち
'
妾

三
人
を
所
有
す
る
高
慢
で
鼻
も
ち
な
ら
ぬ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡

鏡
花
は
他
の
作
品
で
も
座
頭
や
盲
目
の
男
に
'
能
う
限
り
の
悪
の
イ
メ
ー

ジ
を
刻
み
こ
ん
で
い
る
｡
が
､
宗
山
は
決
し
て
芸
の
な
い
敗
残
者
で
あ

っ

た
わ
け
で
は
な
い
｡
ひ
と
か
ど
の
芸
の
達
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
'
喜
多
八

に
敗
北
し
た
結
果
､
末
代
ま
で
の
恥
辱
と
深
-
感
じ
入
り
'
憤
死
す
る
さ

ま
を
思
い
返
せ
ば
わ
か
る
｡
己
れ
の
技
量
を
知
る
者
で
あ
っ
た
｡
鏡
花
の

盲
人
嫌
悪
は
以
前
か
ら
だ
が
'
敢
え
て
宗
山
を
怨
念
の
対
象
に
な
る
ほ
ど

に
描
い
た
こ
の
悪
魔
的
な
性
格
は
'
芸
の
伝
承
の
上
で
重
要
な
要
素
た
り

得
る
こ
と
の
示
唆
で
あ
る
と
も
考
,チ
_P
れ
る
の
で
あ
る
.

こ
れ
は
芸
能
の
伝
承
に
は
悪
神
､
悪
魔
の
肋
力
が
ど
う
し
て
も
不
可
欠

な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
｡
盲
目
の
芸
能
人
は
'
も
と
も
と
芸
能

人
が
疎
外
さ
れ
た
購
民
で
あ
る
上
に
'
二
重
に
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
｡

そ
れ
は
芸
能
に
と
っ
て
肥
沃
な
養
分
と
も
'
毒
と
も
な
り
得
る
条
件
で
あ

っ
た
｡
喜
多
八
は
こ
の
男
に
勝
っ
た
こ
と
で
'
こ
の
男
の
毒
を
血
に
注
ぎ

入
れ
た
と
も
思
わ
れ
る
｡
師
匠
か
ら
も
流
儀
か
ら
も

｢追
放
｣
と
い
う
戒

律
の
前
で
､
彼
は
放
浪
の
門
付
け
に
ま
で
身
を
お
と
し
た
｡
白
い
ほ
お
か

ぶ
り
を
し
た
喜
多
八
は
'
歌
舞
伎
の
通
行
の
姿
と
同
じ
-
世
を
し
の
ぶ
仮

の
姿
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
門
付
芸
人
は
神
物
忌
を
し
て
い

ほか
い

る
ま
れ
び
と
で
あ
る
｡
彼
は
芸
能
者
の
原
点
で
あ
る
旅
す
る
漂
泊
の
乞
食

びと人
'

旅
芸
人
に
な
り
下
が
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
宗
山
の
娘
お
三

重
を
己
れ
の
芸
の
力
に
よ
っ
て
救
済
し
た
時
'
自
ら
の
芸
能
者
と
し
て
の

蘇
生
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
娘
が
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
-
喜
多
八
が

逆
に
開
眼
し
て
い
-
t
と
い
う
屈
折
を
経
た
後
に
は
じ
め
て
お
三
重
の
芸

の
血
脈
に
新
た
な
力
を
注
ぎ
込
め
る
｡
宗
山
の
吹
-
あ
ん
ま
の
笛
の
音
に
､

喜
多
八
が
お
び
え
た
あ
の
怨
霊
は
'
も
は
や
恐
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
上

組
み
敷
-
べ
き
も
の
に
な
り
得
て
い
た
｡
終
章
の

｢大
き
-
何
や
ら
裾
ま

っ
た
､
形
の
な
い
､
も
の
の
影
を
､
腰
掛
-
る
よ
う
'
取
っ
て
引
数
-
が

如
-
に
し
た
｣
と
は
､
こ
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
｡
そ
し
て
お
三
重
と

喜
多
八
の
美
し
-
艶
な
る
舞
と
'
謡
い
な
が
ら

｢月
が
棟
高
-
廟
を
照
ら

かれ

し
て
､
渠
の
面
に
扇
の
や
う
な
光
を
投
げ
た
｡
舞
の
扇
と
'
う
ら
表
に
'

そ
こ

其
虚
で
ぴ
た
り
と
合
ふ
の
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
結
び
の
場
面
は
'
芸
能
の

血
脈
の
継
承
の
美
し
き
を
象
徴
的
に
描
き
出
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
扇
は
'

芸
を
す
る
も
の
と
神
と
の
仲
介
の
役
割
を
負

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
扇
を

与
え
る
こ
と
は
'
芸
事
を
伝
え
た
と
い
う
し
る
し
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
喜

多
八
が
老
名
人
の
鼓
や
話
に
感
激
し
､
崇
り
も
禁
も
す
べ
て
を
忘
れ
て
た

だ
能
楽
の
使
徒
と
し
て
謡
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
､
丈
高
い
心
情
に

一

到
達
し
た
こ
と
で
'
彼
は
己
れ
に
と
り
つ
-
亡
霊
を
精
神
的
に
征
服
し
え
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た
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
や
が
て

｢
血
を
吐
い
て
｣
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る

一

に
え

彼
の
肉
体
は
お
三
重
の
芸
に
捧
げ
ら
れ
た
犠

牲

と
も
い
え
よ
う
｡

｢あ
ま
の
舞

い
｣
の
継
承
は
入
神

の
技
に
よ
ら
な
け
れ
ば
果
た
し
え
な

か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
お
三
重
の
側
か
ら
み
れ
ば
､
舞
え
ぬ
た
め
に
苦
界
に

身
を
沈
め
'
小
端
舟
に
漂
う
海
で
の
生
活
を
経
た
後
､
転
々
と
各
地
を
流

浪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
縄
に
縛
ら
れ
て
水
に
浸
け
ら
れ
る
お
仕

置
き
の
際
'
岩
の
裂
け
目
に
向
か
い
｢
こ
い
L
t
こ
い
し
｣
と
呼
ぶ
体
験
､

哀
し
い
ま
で
に
零
落
し
た
遊
女
の
生
活
と
､
三
味
線
で
苦
し
ん
だ
修
業
等

を
礎
に
し
て
は
じ
め
て
奇
跡
的
な
伝
承
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
｡
｢
入
神
の
技
｣
と
は
苦
し

い
芸
の
修
業
の
結
果
に
与

え
ら
れ
る
億
幸
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
.

吉
田
精

一
が

｢歌
行
燈
｣
の
テ
ー

マ
を

｢
芸
の
威
信
｣
ま
た
は

｢
芸
三



(注
-
)

味
の
境
地
｣
と
し

た

そ

の
内
容
は
如
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

｢歌
行
燈
｣
は

｢芸
道
諸
｣
あ
る
い
は

｢芸
の
修
業
講
｣
と
し
て
読
み
と

る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

三

さ
て
､
こ
こ
で
も
う

1
度
､
登
場
人
物
と
桑
名
を
中
心
と
す
る
熱
田
か

ら
伊
勢

へ
の
文
化
圏
と
を
そ
の
名
称
を
確
認
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
と

思
う
｡
そ
れ
に
は

｢歌
行
燈
｣
の
､
従
来
評
家
こ
ぞ
っ
て
讃
辞
を
惜
し
ま

な
か
っ
た
'
大
団
円
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

と
源
三
郎
す
っ
と
座
を
立
ち
'
よ
ろ
め
-
三
重
の
背
を
支

へ
た
'
老

の
腕
に
女
狼
の
袖
'
此
の
後
見
の
大
磐
石
に
､
み
る
の
緑
の
黒
髪
か
け

て
､
楓
と
解
す
や
舞
扇
は
'
銀
地
に
'
其
の
､
雲
も
懸
人
の
影
も
立
添

ふ
'
光
を
放
っ
て
'
灯
を
自
め
て
舞
ふ
の
で
あ
る
｡

舞
ひ
も
舞
う
た
'
謡
も
謡
ふ
｡
は
た
雪
里
が
自
得
の
秘
曲
に
'
桑
名

の
海
も
､
-
I
と
大
鼓
の
相
子
を
添

へ
'
川
浪
近
-
タ
タ
と
鳴
っ
て
'

太
鼓
の
響
に
汀
を
打
て
ば
､
多
度
山
の
霜
の
頂
､
月
の
御
在
所
ケ
巌
の

け
はひ

影
､
鎌
ケ
巌
'
冠
ケ
巌
も
冠
着
て
､
客
座
に
並
ぶ
気
勢
あ
り
｡

お
堂
や
神
社
の
能
舞
台
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
､
そ
れ
以
前

の
芸
の
姿
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
｡
大
自
然
を
舞
台
背
景
と
し
て
も
っ

て
い
る
猿
楽
の
姿
は
､
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

私
は
は
じ
め
に
桑
名
が
ま
さ
に
舞
台
で
あ
っ
て
地
名
で
は
な
い
こ
と
を

い
っ
た
の
は
右
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
｡

遠
-
能
の
源
を
大
自
然
の
中
で
幻
の
よ
う
に
浮
か
べ
な
が
ら
鏡
花
は
地

霊
と
の
交
歓
を
心
ゆ
-
ま
で
遂
げ
た
に
ち
が
い
な
い
｡

多
度
-
御
在
所
旗
-

鎌
ケ
巌
-
日
和
山
-
二
見
-
古
市
-
山
田
-
さ
ら

に
遠
望
す
る
大
王
崎
｡

作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
霜
月
十
日
あ
ま
り
の
一
日
の
演
能
は
､
順
序
に
従

っ
て
め
で
た
-
演
じ
終
え
ら
れ
'
作
品
の
大
団
円
は
こ
の
よ
う
に
結
ば
れ

る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
奇
矯
に
き
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
私
に
し
き
り
に
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
｡

｢膝
栗
毛
｣
の
北
八
へ
実
は
恩
地
喜
多
八

(源
三
郎
養
子
)
で
あ
る
｡

輔
次
さ
ん
'
実
は
恩
地
源
三
郎
｡
お
じ
い
さ
ん
､
捻
平
'
実
は
雪
里

(白

髪
の
エ
ビ
ス
)｡
お
袖
'
実
は
お
三
重
｡
三
重
県
の
お
三
重
で
あ
る
｡
宗

山
､
実
は
そ
の
流
派
の
宗
匠
､
宗
山
の

｢
山
｣
は
都
山
流
､
杉
山
流
な
ど

と
同
じ
諸
国
を
漂
泊
す
る
流
し
の
芸
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
山
｣
の
つ

-
流
派
は
そ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
､
喜
多
八
は
喜
多

流
と
も
と
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
名
古
屋
へ
桑
名
､
伊
勢
は
金
春
流

が
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
｡

一
つ
山
を
越
す
大
和
'
奈
良
､
京
都
は
観
世
流
｡

東
京
は
宝
生
と
観
世
｡
北
八
が

｢北
国
街
道
で
足
が
止
っ
た
｣
と
あ
る
の

は
'
そ
こ
か
ら
先
が
流
派
の
違
う
土
地
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
｡

喜
多
八
が
喜
多
流
で
あ
る
と
し
て
'
桑
名
で
盛
ん
な
金
春
流
の
芸
試
合
に

勝
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
喜
多
流
は
恩
地
源
三
郎
宝
生
流
の
養
子
で
あ
っ

た
で
は
な
い
か
｡
こ
う
た
ど
る
と
作
品
の
筋
の
展
開
そ
の
も
の
が
当
代
の

能
楽
界
の
見
取
り
図
と
な
る
で
は
な
い
か
｡

こ
こ
ま
で
推
測
が
及
ぶ
と
t
で
は
鏡
花
は
こ
の
作
品

｢歌
行
燈
｣
で
何

を
プ
ロ
ッ
-
の
背
後
に
隠
し
据
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
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思
わ
れ
る
｡
私
に
は
能
楽
四
流
が
､
結
局
は
血
派
を

1
つ
に
し
て
太
い
川

と
な
っ
て
､
能
芸
の
道
を
確
固
不
動
な
も
の
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
'

祈
り
に
も
似
た
鏡
花
の
心
が
､
し
き
り
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

｢歌
行
燈
｣
と
い
う
題
名
は
歌
す
な
わ
ち
詣
'
能
楽
で
あ
り
､
行
燈
は
地

口
行
燈
､
掛
行
燈
の
い
ず
れ
に
せ
よ
'
呪
詞
や
祈
願
の
絵
や
言
葉
を
書

い

て
軒
下
に
掲
げ
た
も
の
と
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
歌

へ
の
行

燈
｡

つ
ま
り
芸
道

へ
の
､
ゆ
-
て
を
照
ら
き
ん
と
祈
る
行
燈
な
の
で
は
な

■ヽ
ゝ
0

し
カ終

章
で
は
喜
多
八
の
声
が

｢
白
き
虹
の
如
上

衝
と
来
て
｣
と
形
容
さ

れ
て
い
る
｡
虹
は
吉
祥
の
兆
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
二
人
の
老
師
匠
か
ら

｢嫁

女
｣
と
い
わ
れ
る
お
三
重
は
､
そ
う
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
-
能
楽
界
で

の
血
筋
の
継
承
を
祝
福
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
の
み
で
は
な
-
'

明
治
四
十
二
年
に
は
'
吉
田
東
伍
校
注

F世
阿
弥
十
六
部
集
』
刊
行
が
成

っ
た
｡
こ
れ
は
明
治
の
能
楽
界
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
る
｡
世

阿
弥
の
伝
書
が
広
-
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
で

あ
る
｡
が
も

っ
と
直
接
な
の
は
能
楽
界
五
流
宗
家
が
家
元
制
擁
護
を
目
的

と
す
る
連
名
の
署
名
を
L
t
四
十

1
年
に
丸
岡
桂
の
設
立
し
た
観
世
流
改

訂
諸
本
刊
行
会
が
新
形
式
の
諸
本
刊
行
を
終
了
し
た
こ
と
に
協
同
で
抗
議

し
訴
訟
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
裁
判
で
丸
岡
側
が

勝
訴
と
な

っ
た
が
'能
楽
界
側
に
よ
り
観
世
清
之
は
破
門
さ
れ
る
と
い
う
事

件
を
引
き
お
こ
し
て
い
る
｡
家
元
シ
テ
方
が
既
存
の
家
元
制
度
を
破
壊
し
た

-
な
い
と
い
-
願
い
か
ら
こ
の
時
に
は
団
結
し
た
と
い
う

い
き
さ
つ
で
あ
る
｡

芸
の
継
承
か
ら
い
え
ば
五
流
の
交
流
は
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
､
江
戸

中
期
ま
で
は
諸
本
発
行
は
自
由
競
争
で
あ
っ
た
が
､
江
戸
末
期
に
特
定
の
本

屋
と
各
流
家
元
と
が
提
携
し
た
本
が
独
占
し
て
い
た
｡
こ
の
出
版
事
情
は
'

明
治
期
に
印
刷
技
術
の
進
歩
も
あ

っ
て
'
ま
た
自
由
競
争
の
時
代
を
迎
え

た
｡
既
成
制
度
破
壊
の
危
機
感
か
ら
'単
に
経
済
的
側
面
の
み
で
は
な
い
強

固
な
結
束
が
､
以
後
の
各
流
派
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
破
門
き
れ
た
能
楽
者
も
ま
た
'
こ
の
作
の
影
を
な
す
モ
デ
ル
で
あ

(注
-
)

る
か
も
し
れ
な
い
｡

つ
ま
り
も
う

一
人
の
瀬
尾
要
で
あ
る

｡

鏡
花
が
執
筆
す
る
際
そ
れ
ら
の
能
楽
界
の
動
き
が
見
え
て
い
た
か
ど
う

か
確
た
る
証
し
は
な
い
が
'
私
に
は
'
そ
う
思
え
る
の
で
あ
る
｡

明
治
四
十
年
代
の
鏡
花
は
'
自
然
主
義
全
盛
時
代
に
､
そ
の
軍
門
に
降

ら
ず
､
浪
漫
主
義
を
貫
ぬ
き
そ
れ
が
た
め
に
文
壇
的
に
孤
立
し
､
発
表
の

場
も
限
ら
れ
た
不
遇
を
か
こ
っ
て
い
た
｡

こ
の
受
難
の
時
期
に
屈
せ
ず
'

芸
道
､
ひ
い
て
は
文
学
の
道
を
'
そ
の
伝
統
の
継
承
の

一
点
に
求
め
て
進

ん
だ
と
こ
ろ
に
､
鏡
花
の
侠
気
'
高
遠
な
意
気
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
｡

注
I

Fl三
重
県
の
歴
史
散
歩
l
(昭
4

･
10

山
川
出
版
社
)

注
2

吉
田
精

一
｢現
代
日
本
文
学
全
集
｣
第
九
巻
解
説

(筑
摩
書
房
)

山
本
健
吉

｢『歌
行
燈
｣
と
玉
の
段
｣
(
｢鏡
花
全
集
｣
月
報
22
昭
50
･

8

岩
波
書
店
)

笠
原
伸
夫

｢F歌
行
燈
｣
の
空
間
構
成
｣
(
｢近
代
小
説
と
夢
｣
所
収

昭
48

･
7

冬
樹
社
)

注

3

折
口
信
夫

｢偶
人
信
仰
の
民
俗
化
血
に
侍
説
化
せ
る
道
｣
三
'
(昭

50
･
11

｢折
口
信
夫
全
集
｣
第
三
巻
所
収

中
央
公
論
社
)

注
4

注

2
と
同
じ
｡

注
5

村
松
走
孝
が

｢泉
鏡
花
研
究
｣
(昭
49
･
8
冬
樹
社
)
に
お
い
て

｢歌

行
燈
｣
の
素
材
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
モ
デ
ル
考
の
根
拠
は
､
｢鏡

花
全
集
｣
第
二
十
八
巻

(昭
51

･
2
岩
波
書
店
)
所
収
の

｢能
楽
座

談
｣
(明
44

･
9
)
で
あ
る
｡

(
千
葉
県
立
東
金
高
校
教
諭
)
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