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序十
八
世
紀
に
演
劇
的
な
筋
立
て
を
持
つ
舞
踊
作
品
の
上
演
が
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
流
行
し
、
こ
の
動
向
は
後
に
舞
踊
史
に
お

い
て
「
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
／
筋
立
て
バ
レ
エ
（ballet d’action

）」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
舞
踊
は
、
職
業
ダ
ン
サ

ー
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
貴
族
や
庶
民
な
ど
階
級
を
問
わ
ず
素
人
に
よ
っ
て
踊
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
あ
る
い
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

と
し
て
上
演
さ
れ
た
と
し
て
も
、
オ
ペ
ラ
や
演
劇
の
幕
間
に
踊
ら
れ
る
曲
芸
的
な
地
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
、
す
で
に
職
業
芸
術
家
が
活
躍
し
、
理
論
面
で
も
整
え
ら
れ
て
い
た
そ
の
ほ
か
の
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
と
比

較
し
て
、
舞
踊
は
そ
れ
ほ
ど
確
立
さ
れ
た
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
「
バ
レ
エ
・
ダ

ク
シ
オ
ン
」
と
い
う
運
動
に
お
い
て
、
舞
踊
は
い
よ
い
よ
一
つ
の
独
立
し
た
上
演
物
を
構
成
し
、
確
固
と
し
た
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
の
地
位
を
築
き
始
め
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
は
、
舞
踊
史
上
の
重
要
な
運
動
で
あ
り
、
事
実
「
改

革
」
と
い
う
名
の
下
に
こ
の
運
動
を
導
い
た
振
付
家
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
家
で
も
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
゠
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ノ
ヴ
ェ
ー

ル
（Jean-G

eorges N
overre, 1727-1810

）
は
、
し
ば
し
ば
「
近
代
バ
レ
エ
の
父
」
と
称
さ
れ
、
今
日
で
も
そ
の
誕
生
日
で
あ
る
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四
月
二
十
九
日
は
「
国
際
ダ
ン
ス
デ
ー
」
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
は
な
る
ほ
ど
舞
踊
史
に
お
い
て
は
重
要
な
動
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
研
究
が
深
め
ら
れ

て
き
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
広
く
美
学
の
視
点
か
ら
み
て
、
こ
の
運
動
の
意
義
を
問
う
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
充
実
し
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
。
絵
画
研
究
に
お
い
て
も
、
音
楽
研
究
に
お
い
て
も
、
各
々
の
ジ
ャ
ン
ル
で
個
別
に
行
わ
れ
る
研
究
は
、
改
め
て
美

学
研
究
と
い
う
包
括
的
な
視
点
か
ら
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
価
値
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
と
比
較
す

る
と
、
こ
の
時
代
の
舞
踊
理
論
は
美
学
の
領
域
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
落
と
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た

だ
し
、
後
に
詳
述
す
る
通
り
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
動
向
の
中
に
は
西
洋
芸
術
の
精
神
と
し
て
特
権
的
地
位
を
誇
っ
て
き
た

〈
言
葉
／
ロ
ゴ
ス
〉
が
、
単
な
る
機
械
と
み
な
さ
れ
て
き
た
〈
身
体
〉
に
代
え
ら
れ
る
と
い
う
表
象
史
上
の
重
要
な
転
換
点
が
認

め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
運
動
は
舞
踊
ジ
ャ
ン
ル
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
美
学
的
に
重
要
な
考
察
点
を
含
み
、
さ
ら
に

以
下
に
記
す
通
り
、
そ
の
重
要
性
は
「
模
倣
」
と
い
う
概
念
を
介
し
て
、
言
語
学
領
域
も
横
断
す
る
。
本
書
は
、
と
り
わ
け
ア
ン

シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
著
さ
れ
た
舞
踊
理
論
を
主
題
と
す
る
が
、
こ
の
時
代
の
美
学
理
論
や
言
語
学
理
論
の
動
向

を
視
野
に
含
め
る
こ
と
で
、
こ
の
運
動
が
十
八
世
紀
と
い
う
近
代
の
始
ま
り
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
多
層
的
な
価
値
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
上
演
芸
術
の
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
「
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
」
と
は
ど
の

よ
う
な
舞
踊
運
動
で
あ
っ
た
の
か
定
義
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
そ
れ
に
よ
り
本
書
の
考
察
点
を
定
め
た
い
。

一
般
に
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
は
、
十
七
世
紀
に
流
行
し
た
「
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
」
に
お
い
て
、
オ
ペ
ラ
の
幕
間
で
上
演
さ
れ

て
い
た
バ
レ
エ
が
独
立
し
て
誕
生
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
し
か
し
実
態
は
そ
れ
よ
り
も
や
や
複
雑
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ン

シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
劇
場
文
化
の
特
徴
で
あ
る
特
権
制
度
に
目
を
向
け
る
と
、
王
は
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
、
コ
メ
デ
ィ
゠
フ
ラ

ン
セ
ー
ズ
、
コ
メ
デ
ィ
゠
イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
の
三
つ
の
劇
場
（
の
厳
密
に
言
え
ば
前
者
は
支
配
人
、
後
者
二
つ
は
役
者
）
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
を
上
演
す
る
特
権
を
与
え
、
庇
護
し
た
。
一
六
六
九
年
、
オ
ペ
ラ
座
に
は
音
楽
と
舞
踊
が
伴
う
上
演
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ジ
ャ
ン
ル
の
独
占
権
が
、
一
六
八
〇
年
、
コ
メ
デ
ィ
゠
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
に
は
五
幕
か
ら
な
る
悲
劇
の
独
占
権
が
、
一
七
一
六
年
、

コ
メ
デ
ィ
゠
イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
に
は
イ
タ
リ
ア
語
の
作
品
か
イ
タ
リ
ア
風
の
登
場
人
物
を
扱
う
作
品
ジ
ャ
ン
ル
の
独
占
権
が
そ
れ
ぞ

れ
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
王
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
劇
場
が
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
を
限
定
し
た
よ
う
に
み
え

る
が
、
実
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
コ
メ
デ
ィ
゠
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
は
伝
統
的
な
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
悲
劇

だ
け
を
上
演
し
た
の
で
な
く
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
バ
レ
エ
を
演
劇
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
当
時
の
流
行
に
応
じ
て
レ
パ
ー
ト
リ
ー

を
膨
ら
ま
せ
た
。
同
様
に
、
コ
メ
デ
ィ
ア
゠
デ
ラ
ル
テ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
活
動
を
開
始
し
た
コ
メ
デ
ィ
゠
イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
は
、

イ
タ
リ
ア
語
の
演
劇
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
作
品
も
上
演
し
た
ば
か
り
か
、
ジ
ャ
ン
ル
的
に
も
多
様
を
極
め
、

バ
レ
エ
や
当
時
流
行
し
て
い
た
オ
ペ
ラ
゠
コ
ミ
ッ
ク
な
ど
も
取
り
入
れ
、
結
局
一
七
六
二
年
に
は
オ
ペ
ラ
゠
コ
ミ
ッ
ク
座
と
合
併

す
る）

2
（

。
総
じ
て
、
コ
メ
デ
ィ
゠
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
、
コ
メ
デ
ィ
゠
イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
も
オ
ペ
ラ
座
に
独
占
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず

の
音
楽
と
舞
踊
の
ジ
ャ
ン
ル
を
侵
犯
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
る
ほ
ど
コ
メ
デ
ィ
゠
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
特
権
は
パ
リ
に
だ
け

に
限
ら
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
オ
ペ
ラ
座
の
特
権
は
フ
ラ
ン
ス
国
全
体
に
及
ぶ
唯
一
の
も
の
と
し
て
認
可
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
音
楽
と
舞
踊
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
上
演
独
占
権
は
極
め
て
不
安
定
な
も
の
だ
っ
た）

3
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
、
当

時
バ
レ
エ
は
、
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
に
限
定
さ
れ
ず
、
演
劇
を
は
じ
め
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
挿
入
さ
れ
、
そ
の
バ
レ
エ
が

作
品
全
体
の
一
貫
し
た
筋
書
き
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
も
、
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
複
雑
な
様
相
は
、
マ
ッ
ソ
ン
に
よ
る
「
叙
事
詩
的
バ
レ
エ
（ballet héroïque

）」
に
関
す
る
興
味
深
い
研
究
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る）

4
（

。「
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
」
と
は
、
ア
ン
ド
レ
・
カ
ン
プ
ラ
『
華
麗
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（L’Europe galante

）』（
一
六

九
七
年
）
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
゠
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
モ
ー
が
そ
の
発
展
に
努
め
た
。
マ
ッ
ソ
ン
は
、
こ
の
ラ
モ
ー
の

「
叙
事
詩
的
バ
レ
エ
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
四
つ
の
作
品
に
―
―『
優
雅
な
イ
ン
ド
の
国
々
（Les Indes galantes

）』（
一
七
三
五

年
）、『
詩
神
ポ
リ
ム
ニ
ー
の
祭
典
（Les fêtes de Polym

nie

）』（
一
七
四
五
年
）、『
イ
メ
ン
と
ア
ム
ー
ル
の
祭
典
（Les fêtes de 
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l’H
ym

en et de l’Am
our

）』（
一
七
四
七
年
）、『
ザ
イ
ス
（Zaïs

）』（
一
七
四
八
年
）
―
―
着
目
す
る
。
マ
ッ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
ら
四
つ
の
作
品
がballet héroïque

と
い
う
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
に
括
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
三
作
品
は
、
作
品
を

構
成
す
る
複
数
の
幕
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
筋
を
持
ち
、
全
体
と
し
て
あ
る
漠
然
と
し
た
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
い
わ
ゆ
る
「
オ
ペ
ラ

＝
バ
レ
エ
」
の
形
式
で
あ
る
一
方
、『
ザ
イ
ス
』
の
み
、
一
貫
し
た
一
つ
の
筋
を
複
数
の
幕
で
構
成
す
る
。
こ
の
混
在
に
つ
い
て

マ
ッ
ソ
ン
は
、ballet héroïque

と
い
う
術
語
を
構
成
す
るballet

と
い
う
名
詞
とhéroïque

と
い
う
形
容
詞
を
分
析
す
る
こ
と
で

そ
の
原
因
を
探
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
七
世
紀
に
興
隆
し
た
「
宮
廷
バ
レ
エ
（ballet de cour

）」
が
、
一
、
一
貫
し
た
筋
を

持
つ
場
合）

5
（

と
、
二
、
様
々
な
ア
ン
ト
レ
で
構
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
た
め
に
、ballet 

と
い
う
名
詞
は
当
時
両
方
の
形
式
で
理

解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
前
者
の
一
貫
し
た
筋
を
持
つ
バ
レ
エ
は
の
ち
に
オ
ペ
ラ
に
吸
収
さ
れ
る
一
方
、
後
者
の
様
々
な
ア

ン
ト
レ
で
構
成
さ
れ
る
バ
レ
エ
は
、
カ
ン
プ
ラ
の
『
華
麗
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』（
一
六
九
七
年
）
以
降
大
い
に
勢
力
を
拡
大
す
る
。

そ
の
た
め
、「
バ
レ
エ
」
と
い
え
ば
雑
多
な
ア
ン
ト
レ
の
複
合
体
（ballet à entrées

）
と
し
て
の
意
味
を
強
め
た
も
の
の
、
一
貫

し
た
筋
を
持
つ
作
品
を
バ
レ
エ
と
す
る
慣
用
も
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

6
（

。
さ
ら
に
、héroïque

と
い
う
付
加
形
容
詞
に
関

す
る
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
の
形
容
詞
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
は
音
楽
用
語
と
し
て
登
場
し
、
こ
の
時
代
に
流
行
し
た

パ
ス
ト
ラ
ル
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
指
す
た
め
に
、「
叙
事
詩
的
パ
ス
ト
ラ
ル
（pastorale héroïque

）」
と
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
ジ
ャ

ン
ル
は
「
音
楽
悲
劇）

7
（

（tragédie lyrique

）」
と
「
単
な
る
パ
ス
ト
ラ
ル
（sim

ple pastorale

）」
の
中
間
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
こ
の

ジ
ャ
ン
ル
で
描
か
れ
る
の
は
田
園
風
景
で
あ
り
な
が
ら
、
登
場
す
る
の
は
羊
飼
い
で
は
な
く
神
々
や
英
雄
で
あ
り
、
こ
の
「
英

雄
（héros

）」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
田
園
的
な
作
品
に
荘
厳
な
調
子
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
にballet 

そ
し
てhéroïque

そ

れ
ぞ
れ
を
検
討
す
る
と
、
ラ
モ
ー
の
作
品
に
お
け
る
「
叙
事
詩
的
バ
レ
エ
（ballet héroïque

）」
の
カ
テ
ゴ
リ
の
混
乱
は
、ballet

と héroïque

ど
ち
ら
に
力
点
が
置
か
れ
る
か
の
違
い
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
三
つ
の
作
品
に
お
い
て
、

副
題
の
「
バ
レ
エ
」
と
い
う
単
語
は
、「
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
」
の
短
縮
形
で
あ
り
、
軽
快
で
親
し
み
や
す
い
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
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識
さ
れ
て
い
た
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
に
英
雄
を
登
場
さ
せ
、
叙
事
詩
的
な
荘
厳
な
調
子
を
持
つ
が
バ
レ
エ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

に
、「
叙
事
詩
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
「
叙
事
詩
的
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
」
と
な
る
。

一
方
で
『
ザ
イ
ス
』
の
分
類
の
起
点
は
バ
レ
エ
で
は
な
く
「
音
楽
悲
劇
（tragédie lyrique

）」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
な
る
ほ
ど

叙
事
詩
性
（héroïque

）
を
持
つ
作
品
で
は
あ
る
も
の
の
、「
音
楽
悲
劇
」
ほ
ど
の
深
刻
さ
や
荘
厳
さ
に
欠
け
る
田
園
的
な
作
品
で

あ
る
の
で
、
バ
レ
エ
と
い
う
用
語
で
括
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
音
楽
悲
劇
」
と
の
差
を
明
確
に
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
権
の
垣
根
を
超
え
た
バ
レ
エ
の
上
演
形
態
や
「
叙
事
詩
的
バ
レ
エ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
実
態
を
詳
ら
か
に

す
る
研
究
か
ら
導
か
れ
る
こ
の
時
代
の
上
演
芸
術
形
態
の
複
雑
さ
や
ジ
ャ
ン
ル
の
濫
立
状
態
を
考
え
れ
ば
、
舞
踊
の
歴
史
書
が
し

ば
し
ば
説
明
す
る
よ
う
に
「
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
」
を
「
オ
ペ
ラ
＝
バ
レ
エ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
バ
レ
エ
が
独
立
し
た
も

の
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、「
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
」
と
い
う
動
向
を
ど
の
よ
う
に
定

義
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
以
下
に
記
す
ナ
イ
の
コ
メ
デ
ィ
ア
゠
デ
ラ
ル
テ
と
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
比
較
論
に
も
と

づ
い
て
、
こ
の
動
向
を
〈
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
〉
と
定
義
し
た
い
。

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
演
劇
に
お
け
る
身
体
表
現
を
重
視
し
た
動
向
と
し
て
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
他
に
コ
メ
デ

ィ
ア
゠
デ
ラ
ル
テ
が
挙
げ
ら
れ
、
し
ば
し
ば
こ
の
コ
メ
デ
ィ
ア
゠
デ
ラ
ル
テ
は
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
用
意
し
た
と
論
じ
ら

れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ナ
イ
の
研
究
は
、
コ
メ
デ
ィ
ア
゠
デ
ラ
ル
テ
と
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
比
較
し
、「
台
本
」
と
い

う
既
存
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
お
い
て
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
コ
メ

デ
ィ
ア
゠
デ
ラ
ル
テ
に
お
い
て
は
、
俳
優
は
台
本
に
準
じ
る
と
い
う
よ
り
、
大
ま
か
な
筋
書
き
の
な
か
で
各
自
得
意
と
す
る
身
体

芸
を
自
由
に
披
露
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
の
は
、
悲
劇
を
中

心
と
し
て
、
あ
る
台
本
を
設
定
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
舞
踊
に
翻
訳
す
る
こ
と
だ
っ
た）

8
（

。
こ
う
し
た
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
取

り
組
み
の
結
果
、「
コ
レ
グ
ラ
フ
ィ
（chorégraphie

）」
と
い
う
単
語
は
、
十
七
世
紀
に
は
ボ
ー
シ
ャ
ン
＝
フ
イ
エ
・
シ
ス
テ
ム
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の
「
記
譜
法
」
を
指
し
た
が
、
十
八
世
紀
に
は
あ
る
筋
書
き
を
表
現
す
る
「
振
付
」
を
指
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
に
も
結
び

つ
く）

9
（

。
こ
う
し
た
指
摘
は
、「
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
」
と
い
う
動
向
の
根
底
に
、
単
に
身
体
の
表
現
性
の
追
求
と
い
う
よ
り
さ

ら
に
踏
み
込
ん
で
、
身
体
を
言
語
と
し
て
捉
え
、
演
劇
の
テ
ク
ス
ト
を
身
体
に
置
き
か
え
よ
う
と
す
る
意
図
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

事
実
、
最
初
期
の
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
作
品
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
一
七
一
四
年
に
ダ
ン
サ
ー
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
プ

レ
ヴ
ォ
（Françoise Prévost

）
と
ジ
ャ
ン
・
バ
ロ
ン
（Jean B

allon

）
が
パ
ン
ト
マ
イ
ム
で
上
演
し
た
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
『
オ
ラ
ー

ス
』
の
第
四
幕
第
五
場
が
挙
げ
ら
れ
る）

10
（

。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
と
は
、
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン

ル
に
属
し
て
い
よ
う
と
も
、
オ
ペ
ラ
の
筋
書
き
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
独
立
し
て
い
よ
う
と
も
、
何
ら
か
の
既
存

の
「
テ
ク
ス
ト
／
筋
書
き
（action

）」
を
「
舞
踊
／
身
振
り
（action

）」
に
翻
訳
す
る）

11
（

、
つ
ま
り
〈
テ
ク
ス
ト
を
身
体
化
す
る
〉

と
い
う
理
念
を
根
底
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
と
定
義
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
。

加
え
て
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
〈
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
〉
の
動
向
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
、
西
洋
の
伝
統
の
な
か
で
こ

の
運
動
の
持
つ
逆
説
的
か
つ
反
抗
的
な
性
格
を
読
み
解
く
た
め
に
も
根
本
的
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
西
洋
思

想
の
伝
統
を
考
え
れ
ば
、
身
体
は
言
語
と
も
っ
と
も
隔
絶
し
た
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
い
え
る
。
そ
の
起
源
は
、
西
洋
の
始
ま

り
に
お
け
る
宗
教
と
身
体
の
分
離
に
あ
る
。
ブ
ル
シ
エ
は
著
書
『
バ
レ
エ
誕
生
』
の
な
か
で
、
舞
踊
史
に
お
け
る
重
要
な
年
号
の

一
つ
と
し
て
三
九
四
年
の
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
の
異
教
信
仰
禁
止
令
を
挙
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
教
会
令
に
よ
っ
て
、
古
代
宗
教

に
お
い
て
何
千
年
に
も
渡
り
培
わ
れ
て
き
た
信
仰
と
舞
踊
の
密
接
な
関
係
が
禁
止
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー

マ
に
お
い
て
、
舞
踊
は
酩
酊
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
で
人
を
神
と
直
接
的
に
つ
な
ぐ
と
い
う
信
仰
上
の
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い

た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
勢
力
を
拡
大
す
る
と
、
舞
踊
は
宗
教
的
役
割
を
失
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
教

義
に
お
い
て
快
楽
を
追
求
す
る
邪
欲
の
根
源
と
み
な
さ
れ
た
身
体
に
最
も
接
近
す
る
た
め
、
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）

12
（

。
こ
の
身

体
／
舞
踊
を
忌
避
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
確
立
が
、
西
洋
文
化
に
お
い
て
長
く
身
体
を
言
語
活
動
と
は
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
位
置
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づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
本
質
的
に
、
福
音
書
に
記
さ
れ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

誕
生
と
復
活
の
物
語
を
言
語
的
に
理
解
し
、
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
、
霊
感
や
憑
依
を
軸
と
す
る
宗
教
と
は
全
く
異
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
使
徒
ヨ
ハ
ネ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
奇
跡
を
書
き
留
め
る
福
音
書
を
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ

っ
た
。
言
は
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
は
、
初
め
に
神
と
共
に
あ
っ
た）

13
（

」
と
始
め
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
何
よ
り

も
信
仰
す
べ
き
物
語
を
伝
え
る
「
言
」
が
万
物
の
初
源
に
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
「
言
」
は
人
間
だ
け
に
特
権
的
に
、

か
つ
生
得
的
に
授
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
言
」
こ
そ
、
動
物
か
ら
信
仰
す
る
人
間
を
分
け
る
か

ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
動
物
も
人
間
も
身
体
を
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
差
異
は
な
い
が
、
人
間
は
動
物
と
は
異
な
り
「
言
」

を
操
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
物
は
単
な
る
機
械
に
過
ぎ
な
い
が
―
―
動
物
機
械
論
―
―
、
人
間
は
「
言
」
を
操
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
信
仰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
言
語
神
授
説
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
言
語
観
に
従
え
ば
、
身

体
と
言
語
は
決
し
て
重
な
り
合
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
身
体
と
言
語
を
遠
ざ
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
舞
踊
芸
術
が
絵
画
、
彫
刻
等
に
比
し
て
、
一
段
劣
っ
た
芸
術
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
要
因
で
も
あ
る
。
言
語
と
身
体
を
分
け
る
思
想
は
、
や
が
て
五
世
紀
に
「
自
由
学
芸
」
と
い
う
技
術
の
位
階
概
念
に
結
実
す

る
。
こ
れ
は
古
く
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
奴
隷
と
自
由
市
民
の
区
別
に
遡
る
が
、
本
格
的
に
確
立
し
た
の
は
五
世
紀
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
身
体
忌
避
の
思
想
の
一
つ
の
帰
結
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
肉
体
労
働
を
強
い
ら
れ
た
奴
隷
の

「
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
カ
エ
／
機
械
的
技
術
（artes m

echanicae
）」
と
自
由
人
が
学
ぶ
べ
き
「
ア
ル
テ
ス
・
リ
ベ
ラ
レ
ス
／
自
由

な
技
術
（artes liberales

）」
と
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
さ
れ
、
身
体
／
肉
体
を
動
か
す
こ
と
と
精
神
的
な
活
動
の
間
に

決
定
的
な
距
離
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
自
由
学
芸
は
言
語
に
関
す
る
三
科
―
―
文
法
、
修
辞
学
、
論
理
学
―
―
と
数
に
関
す
る
四
科

―
―
算
術
、
幾
何
学
、
音
楽
、
天
文
学
―
―
か
ら
成
り
、
こ
う
し
た
言
語
と
数
と
い
う
精
神
的
／
知
的
な
活
動
を
営
む
こ
と
が
肉

体
労
働
を
免
除
さ
れ
た
自
由
人
の
特
権
的
務
め
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
自
由
学
芸
科
目
一
覧
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
絵
画
や
彫
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刻
な
ど
、
今
日
一
般
に
「
芸
術
（beaux-arts

）」
と
呼
ば
れ
る
技
術
は
、
元
々
自
由
人
の
技
術
の
一
つ
に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。

偶
像
礼
拝
を
禁
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら
す
れ
ば
、
像
は
創
造
性
を
発
揮
す
る
場
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
画
家
や

彫
刻
家
は
あ
く
ま
で
も
壁
に
定
式
化
さ
れ
た
図
像
を
塗
っ
た
り
、
石
を
切
り
刻
む
こ
と
を
生
業
と
し
、
そ
の
仕
事
は
肉
体
労
働
と

み
な
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
頃
か
ら
、
絵
画
・
彫
刻
の
技
術
を
肉
体
的
技
術
か
ら
精
神
的
技
術
へ
と

格
上
げ
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
始
め
ら
れ
る
。
絵
画
や
彫
刻
の
技
術
が
遠
近
法
と
い
う
数
を
扱
う
技
術
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
に
記
し
た
詩
／
悲
劇
の
定
義
―
―
は
じ
め
、
中
間
、
終
わ
り
が
因
果
関
係
で
結
ば
れ
た
「
一
つ

の
全
体
と
し
て
の
行
為
の
再
現
」
―
―
に
則
っ
て
（
第
七
章）

14
（

）、
行
為
を
模
倣
す
る
技
術
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
詩
と
い
う

言
語
芸
術
と
同
等
の
技
術
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
を
は
じ
め
と
す
る
芸
術
家
た
ち
は
取
り
組
ん
だ
。
数
と
言
語
と

い
う
両
側
面
か
ら
進
め
ら
れ
た
絵
画
・
彫
刻
技
術
の
自
由
学
芸
化
／
精
神
的
技
術
化
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
本
格
化
し
た
の
は
十

七
世
紀
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
設
立
さ
れ
た
王
立
絵
画
・
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
そ
れ
ま
で
絵
画
制
作
を
牛
耳
っ
て
い
た
画
家
組

合
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
、
自
由
学
芸
と
し
て
の
絵
画
を
描
く
機
関
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し）

15
（

、「
歴
史
画
／
物
語
画
（Peinture 

d’histoire

）」
を
優
位
と
す
る
絵
画
の
序
列
概
念
も
確
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
自
由
学
芸
と
い
う
伝
統

的
な
技
術
の
位
階
を
上
昇
す
る
た
め
に
は
、
言
語
芸
術
と
の
近
さ
を
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
西
洋
の
身
体

忌
避
の
文
化
は
、
絵
画
に
も
増
し
て
身
体
性
が
顕
著
な
舞
踊
芸
術
の
言
語
性
に
懐
疑
的
で
あ
り
続
け
た
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
絵
画
芸
術
は
十
七
世
紀
に
は
、
す
で
に
詩
に
比
肩
す
る
技
術
と
し
て
広
く
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
舞
踊
が
も
つ
言
語
性
に
対
す
る
本
格
的
な
追
求
は
、
こ
の
十
八
世
紀
の
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
い
え
る
。

第
二
部
で
論
じ
る
よ
う
に
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
運
動
は
ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
を
組
み
換
え
る
こ
と
で

バ
レ
エ
の
〈
詩
学
／
制
作
学
〉
を
志
し
た
十
七
世
紀
の
メ
ネ
ト
リ
エ
の
バ
レ
エ
論
に
始
ま
り
、
第
三
部
で
論
じ
る
通
り
、
メ
ネ
ト
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リ
エ
を
継
承
し
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
運
動
を
本
格
化
さ
せ
た
牽
引
者
た
ち
は
、
バ
レ
エ
芸
術
が
未
だ
「
揺
籃
期
」
に
あ
る

と
嘆
き
な
が
ら
「
改
革
」
を
標
榜
す
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
の
背
景
に
は
以
上
に
示
し
た
通
り
技
術
の
位
階
概
念
と
い
う
伝
統
が
あ

り
、
そ
の
位
階
を
上
昇
す
る
こ
と
が
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
本
質
的
な
原
動
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
理
論
家
た
ち
の
使
命
は
、
舞
踊
芸
術
の
低
め
ら
れ
た
地
位
を
脱
す
る
た
め
に
身
体
が
言
語
で

あ
り
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
動
向
を
〈
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
〉
を
理
念
と
す
る
舞
踊
運
動

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
技
術
の
位
階
と
い
う
重
要
な
伝
統
的
背
景
の
な
か
に
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
文
脈
か
ら
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
検
討
す
る
時
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
動
向
は
西
洋
の

伝
統
を
覆
し
う
る
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
力
を
備
え
た
運
動
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
運
動
は
、
西
洋

芸
術
の
精
神
と
し
て
特
権
的
地
位
を
誇
っ
て
き
た
〈
言
語
／
ロ
ゴ
ス
〉
を
、
単
な
る
機
械
と
み
な
さ
れ
て
き
た
〈
身
体
〉
に
代

え
、
西
洋
の
伝
統
的
な
思
想
体
系
を
根
本
的
に
覆
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ

オ
ン
の
根
底
に
あ
る
技
術
の
位
階
概
念
そ
れ
自
体
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
以
上
で
論
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
中
で

舞
踊
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
、
そ
の
位
階
上
昇
に
乗
り
出
し
、
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
隔
絶
さ
れ
た
言
語
と
身
体
の

上
に
構
築
さ
れ
て
き
た
西
洋
の
伝
統
的
思
想
を
著
し
く
侵
犯
し
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
。
事
実
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
と
い

う
動
向
は
、
常
に
激
し
い
非
難
と
と
も
に
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
例
が
ア
ン
ジ
ュ
・
グ
ダ
ー
ル
が
一
七
五
九
年
に
発
表
し
た
『
イ
タ

リ
ア
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
に
あ
ら
わ
れ
た
最
近
の
三
つ
の
バ
レ
エ
・
パ
ン
ト
マ
イ
ム
に
関
す
る
考
察
』
で
あ
る
。
こ
の
『
考
察
』
に

は
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
に
対
す
る
二
つ
の
大
き
な
争
点
が
約
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
グ
ダ
ー
ル
は
、
最
も
高
貴
な
芸
術
領

域
と
さ
れ
て
き
た
演
劇
、
と
り
わ
け
悲
劇
に
描
か
れ
る
神
々
が
舞
踊
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
こ
と
を
「
堕
落
」
と
称
し
て
糾
弾
す

る）
16
（

。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
通
り
、
神
と
い
う
高
貴
な
存
在
を
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
堕
落
の
根
源
と
み
な
さ
れ
た
身
体
に
よ
っ
て
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表
現
す
る
こ
と
へ
の
強
い
抵
抗
の
現
れ
と
い
え
る
。
第
二
に
グ
ダ
ー
ル
は
、
舞
踊
の
言
語
能
力
を
以
下
の
よ
う
に
疑
問
視
す
る
。

脚
に
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
今
日
の
振
付
師
の
病
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
風
に
表
現
で
き
て
、〔
身
体
の
〕

姿
勢
を
分
節
化
（articuler

）
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
だ
が
。
舞
踊
と
い
う
の
は
、
体
系
的
な
観
念
（idées 

m
éthodiques

）
を
表
現
す
る
の
に
は
あ
ま
り
に
向
い
て
い
な
い
の
で
、
ど
れ
だ
け
進
化
し
よ
う
と
も
、
舞
踊
が
何
か
一
続

き
の
論
証
（raisonnem

ent suivi

）
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
常
に
不
完
全
で
あ
ろ
う）

17
（

。

こ
こ
で
グ
ダ
ー
ル
は
、
身
体
の
運
動
は
「
分
節
化
」
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
舞
踊
が
起
承
転
結
の
あ
る
筋
立
て
を
物

語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
よ
り
詳
述
す
る
通
り
、
西
洋
の
伝
統
的
な
言
語
観
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の

正
統
な
言
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
神
か
ら
神
授
さ
れ
る
「
分
節
音
言
語
」
で
あ
り
、
グ
ダ
ー
ル
も
こ
う
し
た
伝
統
的

な
言
語
観
に
し
た
が
っ
て
、
舞
踊
は
十
分
な
言
語
活
動
に
は
足
り
得
な
い
と
批
判
す
る
。
舞
踊
が
言
語
に
足
り
得
な
い
の
だ
か

ら
、「
脚
」
に
語
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
は
今
日
の
振
付
家
が
冒
さ
れ
て
い
る
「
病
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
振

付
家
は
こ
の
病
か
ら
解
放
さ
れ
、
単
に
脚
を
運
動
さ
せ
る
こ
と
に
専
念
す
る
べ
き
で
あ
る
、
こ
れ
が
同
時
代
に
流
行
し
て
い
た
バ

レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
動
向
に
た
い
す
る
グ
ダ
ー
ル
の
主
張
で
あ
る
。
実
際
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
上
演
は
演
劇
の
台
詞
に
比

べ
て
不
明
瞭
な
こ
と
が
多
く
、
身
体
表
象
の
言
語
と
し
て
の
未
熟
さ
は
し
ば
し
ば
論
争
の
種
に
な
り
、
グ
ダ
ー
ル
の
よ
う
な
批
判

は
、
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た）

18
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
〈
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
〉
と
定
義
し
、
そ
れ
に
よ
り
西
洋
の
伝
統
に
対
す
る
こ
の

運
動
の
位
置
を
定
め
た
上
で
同
時
代
の
哲
学
の
動
向
に
目
を
向
け
れ
ば
、「
身
体
」
と
「
言
語
」
は
ま
さ
に
こ
の
時
代
の
新
し
い

哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
Ｕ
・
リ
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
時
代
に
起
こ
る
合
理
論
か
ら
経
験
論
へ
と
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い
う
哲
学
的
転
回
は
、
と
り
わ
け
言
語
論
の
刷
新
を
軸
に
行
わ
れ
た
。
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、
全
能
の
神
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
る
世
界
観
を
覆
し
、
徐
々
に
科
学
的
な
精
神
を
整
え
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
を
中
心
と
す
る
神
学
と

対
立
し
た
デ
カ
ル
ト
主
義
や
ポ
ー
ル
＝
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
学
派
、
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
合
理
主
義
哲
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
経
験
主

義
哲
学
な
ど
ど
の
流
派
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
な
立
場
を
証
明
す
る
た
め
に
、
言
語
に
関
す
る
議
論
が
そ
の
主
軸
に

置
か
れ
た）

19
（

。
な
る
ほ
ど
、
心
身
二
元
論
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
哲
学
か
ら
経
験
主
義
に
至
る
そ
れ
ら
言
語
に
関
す

る
議
論
に
注
目
す
れ
ば
、
言
語
活
動
の
な
か
に
「
身
体
」
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
の

陣
営
の
哲
学
を
最
も
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
に
認
め
た
〈
言
語
／
テ
ク
ス
ト
〉
と

〈
身
体
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
こ
の
時
代
の
哲
学
の
重
要
な
課
題
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
と
い
う

動
向
は
、
近
代
に
生
ま
れ
る
新
し
い
哲
学
に
大
き
く
関
係
し
、
な
か
で
も
「
言
語
」
観
の
刷
新
に
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
同
時
代
の
哲
学
的
動
向
を
考
慮
し
た
上
で
、
改
め
て
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
動
向
や
そ
の
批
判
を
読
み
返
す
時
、

こ
の
運
動
に
つ
い
て
、〈
西
洋
文
化
に
お
い
て
言
語
か
ら
も
っ
と
も
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
身
体
が
な
ぜ
言
語
に
な
り
得
た
の
か
〉、

さ
ら
に
い
え
ば
、〈
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
を
身
体
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
〉
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
グ
ダ
ー
ル
の
批
判
に
お
い

て
見
た
通
り
、
多
く
の
批
判
者
が
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
に
お
け
る
舞
踊
に
よ
る
言
語
伝
達
の
正
確
さ
の
欠
如
、
言
い
換
え
れ
ば

そ
の
表
現
の
〈
不
明
瞭
さ
〉
を
批
判
し
た
。
一
般
的
に
考
え
れ
ば
テ
ク
ス
ト
を
台
詞
と
し
て
読
み
上
げ
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
身

体
で
伝
達
す
る
こ
と
の
不
明
瞭
さ
を
否
定
で
き
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
し
た
困
難
に
挑
ん
だ
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問

は
、
近
代
経
験
主
義
の
確
立
に
と
も
な
い
、
言
語
観
の
刷
新
が
試
み
ら
れ
た
十
八
世
紀
を
背
景
に
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
は
、

西
洋
の
伝
統
的
言
語
観
と
異
な
る
新
し
い
言
語
観
を
追
求
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
先
の
仮
説
の
有
効
性
を
ま
す
ま
す
強

め
る
。
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そ
こ
で
本
書
は
、
ま
ず
第
一
部
に
お
い
て
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
背
景
に
広
が
る
こ
の
時
代
の
言
語
論
の
動
向
を
把
握
す

る
た
め
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
デ
ィ
ド
ロ
の
言
語
論
を
取
り
上
げ
る
。
彼
ら
は
身
体
と
芸
術
を
そ
の
問
題
圏
に
含
め
る
言
語
論
を

著
し
、
そ
れ
ら
は
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
理
論
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
以
上
の

十
八
世
紀
言
語
論
の
検
討
を
踏
ま
え
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
に
関
す
る
考
察
に
移
る
。
第
二
部
で
は
十
七
世
紀
に
模
倣
と
し
て

の
バ
レ
エ
概
念
を
最
初
期
に
論
じ
た
メ
ネ
ト
リ
エ
の
バ
レ
エ
論
を
、
第
三
部
で
は
十
八
世
紀
に
メ
ネ
ト
リ
エ
の
理
論
を
受
け
継
ぎ
、

バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
動
向
を
本
格
化
さ
せ
た
カ
ユ
ザ
ッ
ク
と
ノ
ヴ
ェ
ー
ル
の
バ
レ
エ
論
を
取
り
上
げ
、
と
り
わ
け
「
模
倣
芸

術
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
こ
れ
ら
の
舞
踊
理
論
を
読
み
解
い
て
い
く
。〈
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
〉
と
い
う
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ

ン
の
動
向
の
根
底
に
認
め
ら
れ
る
理
念
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
そ
も
そ
も
技
術
の
位
階
概
念
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

位
階
を
上
昇
す
る
た
め
に
、
芸
術
家
た
ち
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』
に
記
さ
れ
た
悲
劇
を
「
行
為
の
模
倣
」
と
す
る
定
義
を

拠
り
所
に
し
た
。
つ
ま
り
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
テ
ク
ス
ト
／
言
語
へ
の
接
近
は
、
同
時
に
「
模
倣
」
と
い
う
芸
術
学
に
お

け
る
重
要
な
概
念
に
か
か
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
動
向
に
は
、「
言
語
」
と
「
模
倣
」

と
い
う
こ
の
時
代
に
特
徴
的
な
二
つ
の
重
要
な
問
題
圏
が
重
な
る
。
本
書
は
こ
う
し
た
問
題
圏
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
バ
レ
エ
・

ダ
ク
シ
オ
ン
の
理
論
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
舞
踊
理
論
は
伝
統
的
な
模
倣
芸
術
論
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
身
体
の
言
語
に
よ
る
行
為

の
模
倣
を
主
題
と
す
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
独
特
の
模
倣
論
を
展
開
し
、
そ
れ
は
や
が
て
模
倣
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
な
い
新
し

い
美
学
を
導
き
、
か
つ
こ
の
時
代
の
言
語
概
念
の
刷
新
を
ま
さ
に
引
き
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
き
た
い
。
総
じ
て
、
バ
レ

エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
が
、
言
語
と
模
倣
と
い
う
二
つ
の
十
八
世
紀
に
重
要
な
概
念
の
刷
新
を
推
し
進
め
る
重
要
な
動
向
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。

論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
先
の
〈
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
を
身
体
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
〉
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
先
行
研
究
が

挙
げ
る
有
力
な
説
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
十
八
世
紀
全
体
に
目
を
向
け
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
い
わ
ば
〈
テ
ク
ス
ト
の
身
体
化
〉
は
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バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
に
限
定
さ
れ
な
い
演
劇
領
域
を
含
め
た
大
き
な
傾
向
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
演
劇
の
伝
統
に
お
い

て
、
朗
誦
だ
け
で
進
め
ら
れ
る
演
劇
が
高
尚
な
形
式
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
身
体
の
動
き
は
ほ
と
ん
ど
排
除
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
先
の
身
体
を
忌
避
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
加
え
て
、
イ
デ
ア
と
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
で
芸
術
表
象
を
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
古
典
主
義
芸
術
理
論
に
強
く
影
響
を
受
け
た
演
劇
形
式
と
い
え
る
。
あ
く
ま
で
も
芸
術
作
品
の
地
上
に
お
け
る
存
在
性
／

物
質
性
を
乗
り
越
え
て
、
感
覚
界
と
隔
絶
す
る
イ
デ
ア
に
限
り
な
く
接
近
し
よ
う
と
す
る
古
典
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、

演
劇
作
品
は
舞
台
や
役
者
の
身
体
に
よ
る
演
技
と
い
っ
た
物
質
性
を
で
き
る
だ
け
切
り
詰
め
、
台
詞
を
朗
誦
す
る
声
か
ら
発
せ
ら

れ
る
理
念
に
集
中
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
十
八
世
紀
は
こ
う
し
た
「
台
詞
」
の
絶
対
的
優
位
が
転
覆
し
て
い
く
時
代
で
あ

り
、「
タ
ブ
ロ
ー
」
と
い
う
術
語
に
し
ば
し
ば
約
め
ら
れ
る
よ
う
に）

20
（

、
舞
台
上
か
ら
客
席
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上

演
の
た
め
の
完
全
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
空
間
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
舞
台
の
上
で
時
代
考
証
を
経
た
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
つ
け
た
役
者

が
、
自
然
に
広
が
る
光
景
を
「
身
振
り
」
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
視
覚
的
に
模
倣
す
る
「
自
然
な
演
技
」
が
興
隆
し
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
十
八
世
紀
は
演
劇
領
域
全
体
が
台
詞
の
朗
誦
を
身
体
の
身
振
り
に
代
え
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る）

21
（

。

こ
う
し
て
十
八
世
紀
に
新
た
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
身
体
言
語
の
指
示
機
能
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
以
下
の
よ
う
な

二
つ
の
観
点
か
ら
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
第
一
に
、
同
時
代
の
感
覚
主
義
言
語
起
源
論
、
す
な
わ
ち
言
語
の
起
源
を
身

体
に
仮
定
す
る
言
語
論
の
流
行
、
第
二
に
、
古
代
弁
論
術
の
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
身
体
の
弁
論
術
（actio

）
が
十
八
世
紀
に
お

い
て
再
評
価
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
感
覚
主
義
哲
学
は
、
心
身
二
元
論
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
精
神
に
お

け
る
生
得
の
言
語
で
は
な
く
、
感
覚
に
起
源
を
持
つ
言
語
論
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
な
ど
は
、

身
振
り
を
す
る
身
体
に
言
語
の
起
源
を
定
め
、
言
語
の
歴
史
を
描
い
た
。
こ
う
し
た
言
語
起
源
論
の
流
行
を
受
け
て
、
身
振
り
が

原
初
的
な
情
念
を
語
る
「
行
為
に
よ
る
言
語
（langage d’action

）」
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
急
速
に
理
論
化
さ
れ
た
。
先
行
研

究
は
、
以
上
の
十
八
世
紀
に
お
け
る
言
語
起
源
論
の
動
向
を
、
十
八
世
紀
芸
術
の
定
義
で
あ
っ
た
「
模
倣
」
と
結
び
つ
け
て
、
こ
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の
時
代
の
身
体
言
語
を
解
明
す
る
一
つ
の
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
な
し
て
き
た
。
こ
の
起
源
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

言
語
活
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
き
た
「
身
体
」
が
一
転
、
言
語
の
起
源
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
身
体
は
、
原
始
時
代
の
人
間
の
苦
し

み
や
歓
喜
等
、
原
初
的
な
情
念
を
伝
達
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
こ
の
身
振
り
と
原
初
的
な
情
念
の
親
和
性
に
も
と
づ
い

て
、
舞
踊
が
情
念
を
〈
真
実
ら
し
く
〉
模
倣
す
る
身
体
の
言
語
と
し
て
演
劇
作
品
に
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
古
代
弁
論
術
の
一
部
門
「
ア
ク
テ
ィ
オ
（actio

）」
の
再
評
価
も
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
俳
優
術
の
自

由
学
芸
へ
の
地
位
向
上
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
自
由
学
芸
と
機
械
的
技
術
の
区
別
か
ら
な
る
技

術
の
位
階
概
念
の
伝
統
の
中
で
、
絵
画
・
彫
刻
の
技
術
に
お
い
て
は
、
早
く
も
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
そ
の
自
由
学
芸
化

が
押
し
進
め
ら
れ
た
。
な
か
で
も
、
自
由
学
芸
に
含
ま
れ
る
弁
論
術
の
一
部
門
「
ア
ク
テ
ィ
オ
」
―
―
弁
論
の
発
話
に
添
え
ら
れ
、

そ
の
説
得
性
を
高
め
た
身
体
に
よ
る
語
り
―
―
を
絵
画
・
彫
刻
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
一
つ
の
有
効
な
手
段
と
考
え
ら
れ
た
。
こ

の
流
れ
は
フ
ラ
ン
ス
十
七
世
紀
に
加
速
し
、
例
え
ば
、
ル
・
ブ
ラ
ン
は
『
感
情
表
現
に
関
す
る
講
演
』（
一
六
八
八
年
）
の
な
か

で
顔
の
表
情
と
情
念
の
連
動
を
体
系
的
に
論
じ
、
像
に
よ
っ
て
聖
書
や
神
話
を
物
語
る
「
歴
史
画
」
の
言
語
的
説
得
性
を
支
え
た
。

こ
れ
ら
が
十
八
世
紀
に
俳
優
術
の
地
位
向
上
に
利
用
さ
れ
、
ア
ク
テ
ィ
オ
と
俳
優
の
身
体
に
よ
る
語
り
の
強
い
関
連
性
が
主
張
さ

れ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
『
ア
ク
テ
ィ
オ
と
説
得
―
―
十
八
世
紀
演
劇）
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』
に
あ
る
よ
う
に
、
ア
ク
テ
ィ
オ
を
理
論
的

根
拠
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
身
体
に
よ
る
語
り
は
様
々
に
探
究
さ
れ
、
身
体
言
語
の
と
り
わ
け
「
心
／
情
念
」
に
対
す
る
説
得
力

は
、
分
節
音
言
語
に
優
越
す
る
と
ま
で
論
じ
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
言
語
起
源
論
と
修
辞
学
と
い
う
二
つ
の
動
向
か
ら
、
人

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
非
言
語
な
（non verbal
）
言
語
概
念
が
成
立
し
、
身
体
の
動
き
を
単
な
る
機
械
的
運
動

で
は
な
く
言
語
と
み
な
す
素
地
が
整
い
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
と
い
う
動
向
に
結
実
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
研
究
動
向
か
ら
、
身
体
言
語
の
強
み
は
、
こ
と
に
情
念
を
〈
正
確
に
、
真
実
ら
し
く
〉
伝
達
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
無
論
こ
れ
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
へ
の
批
判
が
こ
と
に
そ
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の
身
体
表
現
の
〈
不
明
瞭
さ
〉
に
集
中
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
情
念
の
〈
正
確
な
〉
表
現
を
反
証
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
意

義
を
証
明
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
は
む
し
ろ
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
の
身
体
言
語
に
指
摘
さ
れ
た
〈
不

明
瞭
さ
〉
の
価
値
を
探
究
し
て
い
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
正
確
さ
や
明
晰
さ
と
い
う
言
語
価
値
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
身
体

言
語
を
捉
え
る
限
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
を
糾
弾
し
た
批
判
者
の
視
点
、
つ
ま
り
言
語
の
価
値
を
正
確

な
伝
達
に
収
斂
さ
せ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
結
局
は
舞
踊
を
、
野
蛮
で
未
開
な
〈
起
源
の
言
語
〉
と
位
置

づ
け
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
論
じ
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
言
語
観
は
〈
正
確
さ
〉

に
収
斂
し
な
い
多
様
な
価
値
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
演
劇
領
域
に
お
け
る
身
体
言
語
は
、
む
し
ろ
〈
不
明

瞭
〉
だ
か
ら
こ
そ
特
異
な
価
値
を
持
ち
、
バ
レ
エ
・
ダ
ク
シ
オ
ン
と
は
こ
の
新
し
い
言
語
の
在
り
方
を
模
索
す
る
実
験
の
場
で
あ

っ
た
。


