
木
下
順
二
氏
の
「
夕
鶴
」
は
中
国
の
伝
統
演
劇
｜
｜
昆
曲
に
改
作
さ
れ
、
中

国
の
有
名
な
演
出
家
夏
淳
先
生
の
演
出
で
、
同
志
社
大
学
教
授
向
井
芳
樹
先
生

の
改
編
で
、
中
国
北
方
昆
曲
劇
院
に
よ
り
、
一
九
九
四
年
八
月
北
京
で
上
演
さ

れ
た
。
木
下
順
二
氏
の
ご
指
示
に
よ
っ
て
、
原
作
「
夕
鶴
」
と
北
方
昆
曲
劇
院

の
脚
色
し
た
「
夕
鶴
」
を
区
別
す
る
た
め
に
、
後
者
を
昆
曲
「
夕
鶴
」
と
呼
ぶ
。

昆
曲
「
夕
鶴
」
の
公
演
後
（
約
二
年
後
）、「
夕
鶴
」
は
ま
た
上
海
昆
劇
院
に
よ

り
改
編
さ
れ
、
一
九
九
六
年
五
月
、
東
京
で
上
演
さ
れ
た
。
以
下
、
昆
劇
「
夕

鶴
」
と
称
す
。
上
海
昆
劇
院
の
「
夕
鶴
」
を
昆
劇
「
夕
鶴
」
と
呼
ん
で
区
別
す

る
の
は
、
東
京
上
演
の
時
の
表
示
に
従
う
。
昆
劇
と
昆
曲
は
こ
こ
で
は
名
前
だ

け
の
違
い
で
、
同
一
概
念
で
あ
る
。「
夕
鶴
」
が
昆
曲
化
さ
れ
た
の
は
初
め
て

で
あ
り
、
昆
曲
「
夕
鶴
」
の
誕
生
は
中
国
の
伝
統
演
劇
界
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン

を
巻
き
起
こ
し
た
。
一
九
九
五
年
十
月
、
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
二
年
に
一
度
の
第

四
回
中
国
演
劇
祭
で
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
、
高
く
評
価
さ
れ
た
。
昆
曲
は
中

昇
華
し
た
昆
曲
「
夕
鶴
」

四
一

国
の
古
典
劇
の
「
元
祖
」
と
も
呼
ば
れ
る
最
も
古
い
伝
統
演
劇
で
、
悠
久
な
歴

史
を
持
っ
て
い
る
。
今
か
ら
四
百
年
前
に
、
明
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と

見
ら
れ
て
い
る
が
、
京
劇
な
ど
他
の
演
劇
の
形
式
や
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
き
た
。
京
劇
が
現
れ
る
前
に
、
十
八
世
紀
の
末
、
十
九
世
紀
の
初
期
、
北

京
で
昆
曲
及
び
沢
山
の
地
方
劇
が
流
行
し
て
い
た
。
当
時
、
昆
曲
を
他
の
地
方

劇
と
区
別
す
る
た
め
に
、
全
種
類
の
戯
曲
を
「
雅
」
類
と
「
花
」
類
の
二
つ
に

分
類
さ
れ
、「
雅
」
は
い
わ
ゆ
る
典
雅
で
、
上
品
で
あ
り
、「
花
」
は
い
わ
ゆ
る

乱
雑
で
下
品
の
こ
と
で
あ
る
。
昆
曲
以
外
の
戯
曲
は
全
て
「
花
」
類
に
属
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
中
国
の
伝
統
劇
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
昆
曲
は
従

来
、
中
国
伝
統
演
劇
の
中
で
最
も
芸
術
的
に
洗
練
さ
れ
、
最
高
の
格
式
を
持
つ

と
言
わ
れ
、
味
わ
い
深
い
高
雅
な
文
化
と
し
て
、
推
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
京
劇
が
生
ま
れ
た
後
、
昆
曲
の
主
導
的
地
位
は
京
劇
に
と
っ
て
代
わ
ら

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
伝
統
演
劇
の
「
先
輩
」
の
地
位
は
ず
っ
と
変
わ

昇
華
し
た
昆
曲
「
夕
鶴
」
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り
な
く
、
保
ち
続
け
ら
れ
て
き
た
。
京
劇
の
誕
生
、
発
展
も
含
め
て
、
中
国
戯

曲
は
昆
曲
か
ら
多
く
の
も
の
を
吸
収
し
て
い
る
。
昆
曲
の
演
目
の
多
く
は
歴
史

的
、
伝
統
的
な
題
材
で
あ
る
。
外
国
の
題
材
を
こ
の
最
も
古
い
演
劇
形
式
に
移

植
す
る
の
は
新
し
い
試
み
で
あ
り
、
昆
曲
が
活
力
を
注
が
れ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
日
本
の
民
話
劇
は
ど
の
よ
う
に
中
国
の
昆
曲
に
作
り
直
さ
れ
た
か
、
昆

曲
「
夕
鶴
」
と
昆
劇
「
夕
鶴
」
を
原
作
と
比
べ
な
が
ら
、
幾
つ
か
の
場
面
の
設

定
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
ド
ラ
マ
の
方
法
の
共
通
性
と
相
違
点
を
見
て
み

た
い
と
思
う
。一

、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
方
法
に
つ
い
て

「
夕
鶴
」
の
筋
立
て
は
洗
練
し
て
い
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
巧
み
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。
原
作
は
惣
ど
と
運
ず
が
共
謀
し
て
、
与
ひ
ょ
う
を
唆
し
、
無
理
に
つ

う
に
最
後
に
も
う
一
回
布
を
織
っ
て
も
ら
う
場
面
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開

さ
れ
て
い
る
。
鶴
が
命
を
助
け
ら
れ
、
与
ひ
ょ
う
の
妻
に
な
る
な
ど
と
い
う
そ

れ
ま
で
の
筋
は
主
人
公
の
独
白
か
対
話
に
よ
っ
て
、
観
客
に
説
明
し
、
時
間
の

順
序
に
従
わ
ず
、
現
在
か
ら
過
去
へ
溯
っ
て
叙
述
す
る
方
法
所
謂
「
倒
叙
」
の

方
法
を
使
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
時
間
の
流
れ
に
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
ー

リ
ー
を
敷
き
広
げ
る
所
謂
「
正
叙
」
の
方
法
を
取
り
、
原
作
の
幕
内
の
ス
ト
ー

リ
ー
の
展
開
を
ス
テ
ー
ジ
に
具
体
化
さ
れ
た
。
原
作
の
一
幕
も
の
を
開
篇
と
序

幕
に
加
え
、
六
幕
も
の
に
改
作
さ
れ
た
。

「
開
篇
」
は
元
曲
の
楔
子
で
始
ま
り
、
女
優
の
独
唱
で
ス
ト
ー
リ
ー
の
筋
を

紹
介
す
る
。
楔
子
と
は
中
国
古
典
劇
の
序
幕
か
第
一
幕
の
前
に
お
く
小
段
で
あ

る
。序

幕
で
は
、
鶴
の
群
れ
が
南
へ
飛
ん
で
、
一
羽
が
矢
を
負
っ
て
、
苦
し
ん
で

い
る
と
こ
ろ
を
与
ひ
ょ
う
は
助
け
る
。

一
幕
で
は
鶴
は
与
ひ
ょ
う
に
恋
心
を
持
ち
、
少
女
に
変
身
し
、
与
ひ
ょ
う
の

家
に
来
る
。

二
幕
は
二
人
の
幸
せ
な
生
活
を
中
心
に
。
つ
う
は
自
分
の
愛
を
表
す
た
め
に
、

布
を
織
っ
て
あ
げ
る
。

三
幕
で
は
与
ひ
ょ
う
は
惣
ど
と
運
ず
に
唆
さ
れ
、
布
を
売
り
、
欲
が
芽
生
え
、

つ
う
に
も
う
一
枚
織
っ
て
も
ら
う
。

四
幕
は
惣
ど
と
運
ず
を
中
心
に
。
与
ひ
ょ
う
は
罠
に
か
か
る
。

五
幕
は
つ
う
と
与
ひ
ょ
う
の
衝
突
す
る
場
面
を
中
心
に
。
つ
う
は
与
ひ
ょ
う

に
迫
ら
れ
、
最
後
に
も
う
一
回
織
る
こ
と
を
同
意
し
た
。

六
幕
は
与
ひ
ょ
う
が
約
束
を
破
っ
て
、
つ
う
は
飛
ん
で
い
く
。

こ
の
よ
う
な
「
正
叙
法
」
の
設
定
は
、
昆
曲
の
味
い
を
出
し
な
が
ら
、
ス
ト

ー
リ
ー
の
展
開
へ
の
観
客
の
理
解
を
助
け
る
働
き
を
果
し
て
い
る
。

昆
劇
「
夕
鶴
」
は
原
作
と
同
じ
よ
う
な
倒
叙
法
を
使
っ
た
一
幕
も
の
で
あ
り
、

ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
は
殆
ど
唄
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
倒
叙

昇
華
し
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夕
鶴
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の
形
で
複
雑
な
筋
を
唄
を
通
し
て
観
客
側
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
は
新

劇
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
新
劇
に
は
セ
リ
フ
劇
と
し
て
の
便
利
さ
が
あ
る
と
い

う
要
素
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
古
典
劇
の
特
徴
と
新
劇
の

要
素
、
そ
し
て
こ
の
両
者
の
違
い
が
見
え
て
く
る
。
昆
曲
は
台
詞
と
し
ぐ
さ
を

重
視
す
る
点
で
は
新
劇
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
昆
曲
は
、
唄
、
台
詞
、

し
ぐ
さ
、
踊
り
、
武
術
を
総
合
し
た
芸
術
で
、
こ
れ
は
中
国
古
典
劇
の
特
徴
で

も
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
は
唄
だ
け
で
な
く
、
台
詞
、
し
ぐ
さ
、
踊
り
な

ど
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
側
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
伝
え
ら

れ
る
。
こ
こ
が
中
国
古
典
劇
と
セ
リ
フ
劇
と
し
て
の
新
劇
の
一
番
大
き
な
違
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
見
事
に
こ
の
昆
曲
芸
術
の
豊
か
な
表

現
力
を
利
用
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
、「
機
織
り
」
の
設
定
に
つ
い
て

「
機
織
り
」
は
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
原
作
で

は
布
を
織
る
経
緯
は
つ
う
の
独
白
で
観
客
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
う
の
独
白

か
ら
、
数
回
も
織
っ
た
布
は
す
で
に
与
ひ
ょ
う
に
金
に
換
え
ら
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
観
客
の
前
で
敷
き
広
げ
た
の
は
、
最
後
の
一
回
を
め
ぐ
っ
て
お
き
た
衝

突
の
場
面
で
あ
る
。

「
機
織
り
」
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
う
の
独
白
で
観
客
に
説
明
す
る
原
作
に
対
し

て
、
昆
劇
「
夕
鶴
」
で
は
、
与
ひ
ょ
う
の
独
白
で
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

昇
華
し
た
昆
曲
「
夕
鶴
」

四
三

る
。一

方
、
昆
曲
「
夕
鶴
」
で
は
、「
機
織
り
」
は
そ
れ
ぞ
れ
第
二
幕
と
第
三
幕

と
第
五
幕
、
三
度
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

一
度
目
に
愛
情
を
込
め
て
織
っ
た
。

二
度
目
に
や
む
え
な
い
気
持
ち
で
織
っ
た
。

三
度
目
に
与
ひ
ょ
う
の
変
心
に
心
を
痛
め
て
織
っ
た
。

こ
の
三
度
の
機
織
り
は
じ
ょ
じ
ょ
に
伏
線
を
敷
き
な
が
ら
、
観
客
を
劇
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
導
く
。
こ
の
三
度
の
機
織
り
を
通
し
て
、
与
ひ
ょ
う
の
変
わ

っ
て
い
く
姿
が
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
。
自
然
界
を
あ
り
の
ま
ま
生
き
る
こ
と

で
、
純
真
な
心
を
持
つ
与
ひ
ょ
う
か
ら
、
悪
知
恵
に
唆
さ
れ
て
欲
が
芽
生
え
る

与
ひ
ょ
う
へ
、
更
に
罠
に
か
か
り
、
金
欲
に
溺
れ
た
与
ひ
ょ
う
へ
と
だ
ん
だ
ん

変
わ
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
観
客
は
つ
う
と
同
じ
心
理
変
化
が
起
こ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
つ
う
の
感
情
の
変
化
も
自
然
に
観
客
に
う
ま
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

愛
情
に
酔
い
し
れ
る
幸
せ
な
つ
う
か
ら
、
与
ひ
ょ
う
が
自
分
か
ら
離
れ
て
い
く

こ
と
を
恐
れ
る
つ
う
へ
、
更
に
与
ひ
ょ
う
に
迫
ら
れ
、
身
を
削
り
な
が
ら
、
心

を
痛
め
る
つ
う
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
設
定
に
よ
っ
て
、
つ
う
と
与
ひ
ょ

う
ら
三
人
と
の
対
立
は
よ
り
鮮
明
と
な
り
、
ド
ラ
マ
の
内
容
も
劇
的
な
も
の
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
見
事
に
、
発
見
と
急
転
と
い
う
ド
ラ
マ
の
基
本
的
法
則
に

適
応
し
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
逐
一
再
現
し
た
昆
曲
「
夕
鶴
」
の
こ
の
展
開

の
方
法
は
原
作
の
定
型
を
越
え
た
手
法
を
全
体
に
反
映
し
て
、
独
自
性
を
出
し



た
表
現
が
で
き
、
よ
り
効
果
的
に
人
物
づ
く
り
や
主
題
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
子
役
の
設
定
に
つ
い
て

原
作
は
子
役
の
働
き
を
強
調
し
た
。
開
幕
と
と
も
に
、
子
供
た
ち
を
登
場
さ

せ
、
子
供
と
与
ひ
ょ
う
の
会
話
に
よ
っ
て
、
観
客
に
与
ひ
ょ
う
が
心
の
や
さ
し

い
人
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。

与
ひ
ょ
う
が
子
供
と
同
じ
よ
う
な
純
粋
な
心
を
持
っ
て
い
る
。

次
に
、
惣
ど
と
運
ず
が
与
ひ
ょ
う
を
金
儲
け
の
話
へ
釣
り
こ
も
う
と
し
、
つ

う
が
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ま
た
子
供
た
ち
が
駆
け
て
く
る
。

子
供
は
つ
う
と
い
つ
も
同
じ
世
界
に
い
る
。
子
供
と
同
じ
童
心
を
持
つ
つ
う

は
俗
世
間
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
子
役
が
そ
れ
を
際
立
た
せ
る
。

子
役
の
最
後
の
登
場
は
、
つ
う
が
覗
か
れ
、
行
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
あ
る
。

子
供
た
ち
は
鶴
を
追
っ
て
駆
け
て
去
る
。
こ
れ
は
開
幕
直
後
の
登
場
と
呼
応

し
、
つ
う
の
世
界
は
子
供
の
世
界
と
通
じ
合
う
こ
と
を
再
び
観
客
に
教
え
る
。

こ
の
よ
う
に
原
作
で
は
、
子
供
た
ち
の
登
場
は
糸
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
の

展
開
を

い
で
い
る
。
子
役
は
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。

一
方
、
昆
曲
『
夕
鶴
』
で
は
、
子
役
の
登
場
は
そ
の
働
き
が
更
に
は
っ
き
り

と
さ
れ
て
い
る
。

一
幕
で
は
、
鶴
が
人
間
に
変
身
し
、
子
供
た
ち
と
出
会
う
。
つ
う
が
与
ひ
ょ

う
の
妻
に
な
り
、
子
供
た
ち
が
二
人
を
囲
ん
で
、
祝
福
す
る
。

二
幕
で
は
、
与
ひ
ょ
う
が
布
を
売
り
に
運
ず
に
つ
い
て
行
っ
た
後
、
つ
う
は

雪
原
に
倒
れ
、
子
供
た
ち
に
発
見
さ
れ
、
助
け
ら
れ
る
。

三
幕
で
は
、
つ
う
が
再
び
与
ひ
ょ
う
の
た
め
に
布
を
織
り
、
子
供
た
ち
は

「
守
銭
奴
」「
馬
鹿
」
と
与
平
を
責
め
る
。

五
幕
で
は
、
与
ひ
ょ
う
が
つ
う
の
織
る
と
こ
ろ
を
覗
こ
う
と
す
る
矛
盾
し
た

心
理
状
態
で
い
る
時
、
幕
内
で
、
子
供
た
ち
の
合
唱
「
見
る
な
、
見
る
な
」
が

聞
こ
え
る
。

美
し
く
豊
か
な
詩
情
を
み
ご
と
に
舞
台
化
さ
れ
、
子
供
た
ち
に
託
し
て
、
つ

う
の
純
粋
な
世
界
を
描
い
て
い
る
。
子
供
た
ち
は
童
心
で
つ
う
を
助
け
た
り
、

慰
め
た
り
、
与
ひ
ょ
う
を
注
意
し
た
り
、
目
覚
め
さ
せ
た
り
し
て
、
二
人
の
幸

せ
を
守
ろ
う
と
す
る
。

一
方
、
昆
劇
「
夕
鶴
」
は
子
役
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
与
ひ
ょ
う
は
正
直

な
農
民
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
子
役
の
伏
線
が
無
く
な
り
、
前
半
の
鶴
を
救

っ
た
気
の
や
さ
し
い
与
ひ
ょ
う
が
後
半
の
金
儲
け
に
目
が
眩
ん
だ
与
ひ
ょ
う
と

は
、
同
一
人
物
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
前
後
が
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
感
じ
が

す
る
。
原
作
の
子
役
の
設
定
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
一
つ
は
つ
う
の

憧
れ
た
人
間
の
世
界
に
、
純
潔
で
貪
欲
に
染
ま
ら
な
い
、
つ
う
と
心
が
通
う
存

在
を
設
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
邪
気
な
子
供
し
か
な
い
。
も
う
一
つ

は
与
ひ
ょ
う
が
子
供
の
よ
う
な
天
真
純
朴
な
心
を
持
つ
一
面
を
強
調
す
る
た
め

昇
華
し
た
昆
曲
「
夕
鶴
」
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の
設
定
で
あ
る
。
つ
う
は
そ
の
「
純
朴
」
に
引
き
付
け
ら
れ
、
愛
情
を
捧
げ
る
。

ま
た
、
与
ひ
ょ
う
が
そ
の
「
天
真
」
の
た
め
、
騙
さ
れ
、
つ
う
を
傷
つ
け
、
破

局
の
原
因
と
な
る
。
与
ひ
ょ
う
の
単
純
さ
を
際
立
た
せ
る
の
も
無
邪
気
な
子
役

し
か
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
子
役
の
設
定
は
、
い
ず
れ
も
二
人

の
主
人
公
と
子
供
と
照
り
映
え
る
よ
う
に
さ
せ
、
主
人
公
の
性
格
の
特
徴
を
は

っ
き
り
さ
せ
、
主
題
を
深
化
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
原
作
に

比
べ
て
、
筋
だ
て
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
役
の
設
定
は
極
め
て
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
る
。
子
役
に
し
て
も
、
そ
の
喜
怒
哀
楽
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
展

開
と
起
伏
に
関
連
を
持
ち
、
他
の
役
が
と
っ
て
変
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
伝
承
の
世
界
に
ひ
そ
む
素
朴
、
清
純
な
美
し
さ
が
子
役
の

登
場
に
よ
っ
て
、
み
ご
と
に
舞
台
に
再
現
さ
れ
た
。

こ
の
点
で
、
昆
曲
『
夕
鶴
』
は
原
作
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
を
受
け
継
ぎ
、
更

に
役
の
新
し
い
可
能
性
を
開
拓
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
要
な
役
割
を
充
分
発
揮
さ

せ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四
、「
覗
き
」
の
設
定
に
つ
い
て

こ
の
劇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
覗
き
」
の
場
面
は
原
作
で
は
、「
与

ひ
ょ
う
は
惣
ど
と
運
ず
の
好
奇
心
か
ら
の
「
覗
き
」
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な

く
、
機
屋
に
鶴
が
織
っ
て
い
る
と
教
え
ら
れ
、
つ
い
に
覗
い
て
し
ま
う
。
中
に

い
る
鶴
が
つ
う
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
な
く
、
う
ろ
う
ろ
と
探
し
つ
つ
家
の
外
へ

昇
華
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出
て
行
っ
て
し
ま
う
」
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
昆
曲
『
夕
鶴
』
も
原
作
と
同
じ

場
面
を
設
定
し
て
い
る
。
惣
ど
と
運
ず
の
設
定
は
一
般
の
脇
役
の
設
定
と
は
違

っ
て
、
た
だ
金
に
執
着
心
が
強
い
二
人
の
普
通
の
農
民
と
し
て
描
い
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
つ
う
の
純
粋
な
世
界
と
対
照
と
な
っ
て
い
る
功
利
的
俗
世
間
の
利

己
主
義
の
代
表
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
与
ひ
ょ
う
は
こ
の
利
己
主
義
に
影
響

さ
れ
、
欲
心
に
支
配
さ
れ
、
つ
う
を
傷
つ
け
、
つ
う
の
世
界
か
ら
離
れ
て
い
っ

て
し
ま
う
。
惣
ど
と
運
ず
の
覗
き
を
破
局
の
発
端
と
さ
れ
、
約
束
を
破
っ
た
与

ひ
ょ
う
の
「
覗
き
」
で
破
局
が
決
ま
る
が
、
破
局
の
原
因
で
は
な
い
。「
金

欲
」
が
二
人
の
間
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
て
い
き
、
最
後
に
二
人
を
引
き
離
す
。

金
欲
と
愛
と
の
矛
盾
｜
｜
こ
の
テ
ー
マ
は
「
覗
き
」
の
場
面
に
よ
っ
て
、
引
き

出
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
惣
ど
と
運
ず
の
こ
こ
で
の
登
場
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
引

き
立
た
せ
る
大
変
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
昆
曲
「
夕
鶴
」
で

は
、
与
ひ
ょ
う
が
中
を
覗
く
瞬
間
、
機
を
織
っ
て
い
る
鶴
を
つ
う
の
こ
と
と
思

わ
ず
、
つ
う
を
探
す
と
い
う
設
定
は
合
理
的
で
、
与
ひ
ょ
う
に
と
っ
て
、
鶴
の

こ
と
を
全
然
妻
の
化
身
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
は
い
か
に
も
自
然
で
あ
る
。

一
方
、
昆
劇
「
夕
鶴
」
で
は
、
惣
ど
と
運
ず
は
こ
こ
で
登
場
し
て
い
な
い
。

つ
う
が
機
屋
で
力
が
尽
き
果
て
、
が
っ
く
り
と
倒
れ
る
。
与
ひ
ょ
う
は
音
を
聞

い
て
、
妻
へ
の
心
配
か
ら
戸
を
破
り
、
中
に
入
り
、
破
局
が
決
ま
る
。
そ
こ
で
、

ま
た
与
ひ
ょ
う
が
妻
の
正
体
が
分
か
り
、
す
ぐ
こ
の
事
実
を
受
入
れ
る
と
い
う

よ
う
な
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
原
作
の
主
題
を
考
え
た
ら
、
破
局
が
決
ま
る
こ



こ
の
覗
き
の
設
定
は
鮮
明
だ
と
は
言
え
な
い
。「
覗
き
」
の
設
定
に
お
い
て
、

こ
こ
で
、
惣
ど
と
運
ず
の
存
在
の
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
作
の
主
題

は
弱
め
ら
れ
た
と
思
う
。
ま
た
、
劇
全
体
の
流
れ
か
ら
見
た
ら
、
与
ひ
ょ
う
が

す
ぐ
に
鶴
の
こ
と
を
妻
の
化
身
だ
と
認
め
る
の
も
ち
ょ
っ
と
観
客
に
唐
突
な
感

じ
を
さ
せ
る
と
思
う
。

昆
劇
「
夕
鶴
」
の
東
京
公
演
の
時
、
同
時
に
上
演
し
た
の
は
も
う
一
つ
昆
曲

の
伝
統
演
目
の
「
千
里
送
京
娘
」（
千
里
の
み
ち
）
が
あ
る
。
観
客
と
評
論
家

の
反
応
か
ら
み
れ
ば
、
昆
劇
「
夕
鶴
」
よ
り
、「
千
里
送
京
娘
」
の
ほ
う
に
興

味
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
評
論
家
の
大
場
氏
と
小
澤
氏
は
対
談
の
中

で
、
昆
劇
「
夕
鶴
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

大
場

ぼ
く
は
二
つ
の
う
ち
、
前
の
ほ
う
の
「
千
里
の
み
ち
」
の
ほ
う
が
面
白

か
っ
た
。

昆
劇
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
漠

然
と
分
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
「
夕
鶴
」
の
ほ
う
は
、
木
下
さ

ん
の
「
夕
鶴
」
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
改
め

て
思
い
ま
し
た
。

小
澤

や
っ
ぱ
り
感
性
が
相
当
違
う
。
最
初
あ
る
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し

た
。

以
上
分
析
し
た
昆
劇
「
夕
鶴
」
の
幾
つ
か
の
場
面
の
設
定
か
ら
見
る
と
、
観

客
が
違
和
感
を
感
じ
た
の
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
憾
だ
と
言

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

五
、
昆
曲
「
夕
鶴
」
の
再
創
作

「
改
編
」
と
は
原
作
に
忠
実
で
あ
り
な
が
ら
の
再
創
作
で
、
昆
曲
「
夕
鶴
」

は
原
作
を
元
に
昆
曲
の
真
髄
を
生
か
し
な
が
ら
、
原
作
に
な
い
設
定
を
効
果
的

に
用
い
て
、
主
題
を
表
現
し
た
。

ま
ず
第
一
幕
の
与
ひ
ょ
う
と
つ
う
の
出
会
い
の
設
定
。
鶴
は
与
ひ
ょ
う
と
子

供
た
ち
に
名
前
を
つ
け
て
も
ら
い
、
与
ひ
ょ
う
と
結
ば
れ
る
。

第
二
幕
の
与
ひ
ょ
う
と
つ
う
の
幸
せ
な
結
婚
生
活
の
場
面
の
設
定
。
歌
舞
で

愛
し
合
う
二
人
の
喜
び
を
観
客
に
伝
え
る
。
つ
う
は
愛
を
込
め
て
織
っ
た
一
枚

目
の
羽
衣
を
与
ひ
ょ
う
に
贈
る
。
原
作
の
布
は
昆
曲
「
夕
鶴
」
で
は
羽
衣
に
変

え
、
美
し
い
羽
衣
を
着
た
与
ひ
ょ
う
が
つ
う
と
真
っ
白
な
雪
原
で
遊
び
戯
れ
る

場
面
は
、
昆
曲
の
歌
い
つ
つ
踊
る
と
い
う
特
色
を
よ
り
効
果
的
に
際
立
た
せ
、

主
題
を
深
化
し
た
。

第
二
幕
の
羽
衣
を
売
っ
た
与
ひ
ょ
う
の
最
初
の
動
機
の
設
定
は
も
う
一
つ
原

作
に
な
い
意
味
深
い
再
創
作
で
あ
る
。
原
作
で
は
、
与
ひ
ょ
う
が
布
を
売
っ
た

最
初
の
動
機
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
与
ひ
ょ
う
と
つ
う
と
の
衝
突
の

糸
で
あ
る
与
ひ
ょ
う
の
金
欲
が
始
終
一
貫
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
昆
曲
で
は
、

最
初
の
動
機
は
惣
ど
と
運
ず
の
「
彼
女
に
い
い
も
の
を
買
っ
て
や
ろ
う
」
と
の

一
言
に
よ
る
も
の
だ
と
、
つ
ま
り
与
ひ
ょ
う
の
つ
う
へ
の
愛
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

昇
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こ
の
愛
か
ら
生
ま
れ
た
最
初
の
動
機
は
三
十
両
の
金
が
手
に
入
っ
た
時
点
か

ら
変
わ
っ
て
い
く
。
与
ひ
ょ
う
は
正
直
な
農
民
と
し
て
描
か
れ
る
だ
け
で
な
く
、

つ
う
と
お
互
い
に
愛
し
合
う
こ
の
愛
情
の
ド
ラ
マ
の
主
人
公
と
し
て
、
描
か
れ

て
い
る
。
最
初
か
ら
金
の
た
め
に
、
二
人
の
愛
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
羽
衣
を
売

る
の
で
な
く
、「
愚
か
な
」
た
め
、
一
時
的
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
合
理
性
に
合

う
。
そ
の
後
の
展
開
の
た
め
に
伏
線
を
敷
き
、
与
ひ
ょ
う
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し

く
、
前
後
が
一
致
す
る
よ
う
な
展
開
で
あ
る
。

第
三
幕
で
与
ひ
ょ
う
が
羽
衣
を
売
り
、
嬉
し
く
て
も
の
を
買
っ
て
帰
っ
て
来

る
。
こ
こ
が
原
作
に
は
な
い
設
定
で
あ
る
が
、
与
ひ
ょ
う
の
単
純
な
性
格
と
欲

望
に
負
け
る
人
間
の
弱
さ
を
際
立
た
せ
る
。
与
ひ
ょ
う
は
羽
衣
で
換
え
た
金
で
、

真
珠
の
首
飾
り
を
買
っ
て
き
、
つ
う
に
つ
け
て
あ
げ
よ
う
と
し
た
が
、
つ
う
は

首
飾
り
の
こ
と
が
全
然
分
か
ら
ず
、
自
分
を
縛
る
錠
と
誤
解
し
、
怖
が
る
。
与

ひ
ょ
う
の
説
明
を
聞
い
て
、
与
ひ
ょ
う
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
つ
け
た
。
こ
こ
も

原
作
に
は
な
い
設
定
で
あ
る
。
木
下
順
二
氏
は
つ
う
を
人
間
の
よ
う
に
描
き
な

が
ら
、
異
類
の
素
性
を
忘
れ
ず
、
数
箇
所
で
鶴
の
異
類
と
し
て
の
特
徴
を
際
立

た
せ
、
つ
う
の
世
界
と
俗
世
間
の
違
い
を
強
調
し
た
。
例
え
ば
、
惣
ど
と
運
ず

の
前
で
、
つ
う
は
「
鳥
の
よ
う
に
首
を
傾
げ
て
い
ぶ
か
し
げ
に
二
人
を
見
守

る
」
と
か
い
う
よ
う
な
描
写
は
い
か
に
も
自
然
で
あ
る
。
一
方
、
昆
曲
「
夕

鶴
」
に
お
い
て
、
さ
っ
き
取
り
上
げ
た
「
首
飾
り
」
の
設
定
は
異
類
の
素
性
を

描
写
す
る
点
で
独
特
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

昇
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以
上
の
幾
つ
か
の
設
定
は
い
ず
れ
も
愛
の
テ
ー
マ
を
強
調
す
る
た
め
の
画
龍

点
睛
の
働
き
を
し
て
い
る
と
思
う
。

こ
こ
で
も
う
一
度
木
下
順
二
氏
の
創
作
意
図
と
原
作
の
主
題
を
顧
み
た
い
と

思
う
。
木
下
順
二
氏
が
「
夕
鶴
」
上
演
一
〇
〇
〇
回
に
際
し
て
書
い
た
「
夕
鶴

の
記
憶
」（
一
九
八
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
執
筆
依
頼
に
つ
い
て
、
こ
う
語

っ
て
い
る
。「
な
に
し
よ
う
か
、
そ
う
だ
、
や
っ
ぱ
り
『
鶴
女
房
』
を
書
き
直

す
こ
と
に
し
よ
う
と
決
め
る
ま
で
に

十
日
あ
ま
り
か
か
っ
た
」「
そ
れ
が

単
な
る
報
恩
譚
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
矢
を
抜
い
て
救
っ
て
く
れ
た
。

だ
か
ら
恩
返
し
に
女
房
に
来
た
。
し
か
し
覗
か
れ
た
。
だ
か
ら
飛
ん
で
い
っ
て

し
ま
っ
た
。
｜
｜
そ
う
い
う
古
く
さ
い
話
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
ろ
う
、
こ
の

話
は
」
と
。
作
者
が
書
き
直
し
に
当
た
っ
て
考
え
て
い
た
要
点
は
、
原
話
が

「
単
な
る
報
恩
譚
で
あ
る
」
点
で
、
そ
う
は
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

原
話
の
報
恩
譚
を
愛
情
の
ド
ラ
マ
に
再
創
作
し
た
の
で
あ
る
。「
夕
鶴
」
と
原

話
の
「
鶴
女
房
」
と
の
根
本
の
違
い
は
原
話
の
恩
返
し
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
の
離

脱
だ
と
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
見
事
に
原
作
の

主
題
を

み
、「
夕
鶴
」
の
奥
深
い
内
包
を
引
き
出
し
、
原
作
を
越
え
た
新
し

い
感
動
を
よ
ぶ
も
の
と
し
て
、
成
り
立
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

中
国
古
典
劇
は
演
技
、
舞
踊
、
音
楽
、
文
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
芸
術
を

溶
け
合
わ
せ
た
総
合
芸
術
で
あ
り
、
聴
覚
的
、
視
覚
的
、
時
間
的
、
空
間
的
な

芸
術
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
渾
然
た
る
全
面
的
俳
優
術
の
中
で
、
特
に
歌



唱
が
重
視
さ
れ
る
。
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
中
国
古
典
劇
の
歌
い
つ
つ
踊
る
と
い
う

特
徴
を
十
分
に
作
用
さ
れ
た
。
独
唱
や
デ
ュ
エ
ッ
ト
や
幕
内
の
合
唱
な
ど
を
通

し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
と
登
場
人
物
の
性
格
と
心
理
変
化
を
現
す
。
日
本

人
の
繊
細
な
感
情
表
現
を
昆
曲
の
様
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
昆
曲
と
日
本
の
民

話
劇
が
う
ま
く
調
和
を
取
る
よ
う
に
模
索
を
く
り
返
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
見
ら
れ

る
。最

後
に
昆
曲
「
夕
鶴
」
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
木
下
順
二
氏
は

塩
田
庄
兵
衛
氏
と
の
対
談
の
中
で
、
何
故
民
話
を
書
き
出
し
た
の
か
と
い
う
質

問
に
つ
い
て
、
こ
う
答
え
た
。「
私
が
大
学
を
出
た
の
が
一
九
三
九
年
で
す
が
、

そ
の
前
後
か
ら
、
そ
れ
ま
で
英
国
演
劇
史
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
世
の
中
が
非
常
に
険
悪
に
な
っ
て
き
て
、
そ
う
い
う
演
劇
史
的
な
こ

と
で
い
ろ
い
ろ
細
い
こ
と
を
ほ
じ
く
っ
て
や
る
よ
り
も
、
同
じ
ド
ラ
マ
な
ら
ば
、

直
接
現
代
に
訴
え
か
け
る
劇
作
と
い
う
こ
と
を
し
て
み
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
考

え
出
し
て
、
劇
作
を
勉
強
し
た
わ
け
で
す
、
戦
争
中
に
。

（
鶴
女
房
）
こ

の
単
調
な
話
を
最
初
そ
の
ま
ま
芝
居
に
書
い
た
け
れ
ど
、
戦
後
そ
れ
ら
を
発
表

す
る
機
会
が
き
た
時
に
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
で
は
不
満
だ
っ
た
ん
で
、
こ
の
話

に
は
現
代
が
抜
け
て
い
る
」
と
。「
夕
鶴
」
に
現
さ
れ
た
時
代
精
神
、
時
代
の

性
格
が
こ
の
作
品
の
素
朴
な
民
話
か
ら
現
代
劇
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
成
功
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
原
作
の
テ
ー
マ
は
戦
後
の
日
本
に
適
応
し
、
高
度
な
経

済
成
長
を
す
る
現
在
の
中
国
に
も
適
応
す
る
。
拝
金
主
義
へ
の
視
点
が
鋭
い
風

刺
と
な
っ
て
、
観
客
に
心
に
響
い
て
く
る
よ
う
な
思
い
を
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
昆

曲
は
従
来
高
雅
な
芸
術
と
し
て
、
歌
詞
が
難
し
く
、
難
解
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

そ
れ
は
昆
曲
に
使
わ
れ
て
い
る
い
ろ
ん
な
型
と
か
、
唄
や
、
踊
り
は
歴
史
の
長

い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
文
脈
が
一
般
の
観
客
、
特

に
若
い
観
客
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い
。
昆
曲
「
夕
鶴
」
の
場
合
は
構
成
が
簡

潔
で
、
筆
致
が
相
当
緻
密
で
あ
り
な
が
ら
、
歌
詞
が
平
易
で
、
分
か
り
や
す
い
。

伝
統
演
劇
の
真
髄
の
表
現
形
式
を
取
り
出
し
た
上
で
、
進
め
て
伝
統
的
な
様
式

の
呪
縛
を
破
っ
て
い
る
。
そ
し
て
極
め
て
雅
で
繊
細
な
昆
曲
の
持
味
で
脚
色
さ

れ
た
と
こ
ろ
が
一
般
大
衆
の
心
を
打
ち
、
共
鳴
さ
せ
る
。
昆
曲
「
夕
鶴
」
の
誕

生
は
昆
曲
の
演
目
に
改
革
を
加
え
、
昆
曲
に
大
衆
性
と
現
実
性
を
与
え
る
成
功

し
た
一
例
と
し
て
、
そ
の
成
功
は
評
論
家
の
鐘
芸
兵
氏
が
言
っ
た
よ
う
に
、

「

こ
の
六
幕
も
の
は
一
気
呵
成
し
、
そ
の
気
勢
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。

日
本
の
作
品
の
風
格
を
保
ち
な
が
ら
、
昆
曲
の
味
わ
い
も
失
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
は
夏
淳
先
生
の
演
出
と
向
井
芳
樹
先
生
の
改
編
の
功
で
あ
る
」。

昇
華
し
た
昆
曲
「
夕
鶴
」
は
、
昆
曲
の
歴
史
に
大
き
な
跡
を
残
す
だ
ろ
う
。
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