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丶

は
じ
め
に

◇書 評◇

遠藤保子著

『舞踊 と社会 一 アフリカの舞踊 を事例 として』

文理閣、2001年1月

竹 村 嘉 晃

本
書
は
、
著
者

の
長
年

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
グ
に
よ
る
資
料
を
基
に
し
て
、

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
舞
踊
と
社
会

・
文
化
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
や
儀
礼
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
す
る
人
類
学
的
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
に
大
き
な
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
舞
踊
研
究
者
が
ア
フ
リ
カ
を
対

象
と
し
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
特
色
は
あ
る
。

一
九
八
○
年
以
降
、
著
者
は
、
西
ア
フ
リ
カ
か
ら
東
ア
フ
リ
カ
に
か
け
て
の

舞
踊
文
化
に
関
し
て
、
精
力
的
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
き
た
。
ア
フ

リ
カ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る
意
義
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
「文
字
が
な
い
か
わ
り

に
舞
踊
や
音
楽
が
情
報
伝
達
手
段
と
し
で
発
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

舞
踊
の
原
初
的
な
意
味
を
探
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
」
〔本
書
、
五
九
頁
〕
と
述

べ
る
。
こ
の
言
説
に
は
、
「舞
踊
と
は
何
か
」
と

い
う
根
源
的
な
問

い
を
背
景
に

抱
き
な
が
ら
、
表
題
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
舞
踊
と
社

会
と
の
関
係
性
に
注
目
す
る
著
者
の
視
線
が
内
在
し
て
い
る
。

本
書
に
お
い
て
、
著
者
は
、
舞
踊
人
類
学
と
い
う
領
域
の
方
法
論
に
依
拠
す

る
。
本
稿
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
評
者
は
、
舞
踊
人
類
学
に
闖
す
る
次

の
二
つ

の
点
に
注
目
し
た
い
。

一
点
目
は
、
舞
踊
人
類
学
的
手
法
を
用
い
て
、
遠
藤
は
、

ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
を
ど

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
の
か
。
二
点
目
は
、
ア
フ
ザ

カ
に
お
け
る
舞
踊
と
社
会
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
舞
踊
人
類
学
的
方
法
論
に

よ

っ
て
何
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
て
、
本
書
の
内

壽

容
に
関
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
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1
本
書
は
、
四
つ
の
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第

一
章

「舞
踊
と
社
会
」

に
お
い
て
、
舞
踊
は
、
社
会
や
文
化
と
結
び

つ
い
た
身
体
表
現
で
あ
り
、
社
会

的
機
能
や
構
造
と
関
わ
る
も

の
と
論
じ
ち
れ
る
。
そ
し
て
、
舞
踊
の
核
に
は
、

民
族

・
地
域

・
時
代
的
要
素
な
ど
と
不
可
分
に
か
か
わ

っ
た
ひ
と
流
れ
の
動
き

が
あ
る
と
述
べ
る
。

遠
藤
は
、
舞
踊
を

、「生
産
性
を
伴
わ
な
い
社
会

・
文
化
に
根
ざ
し
た
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
動
き
に
よ
る
人
間
の
身
体
表
現
の
総
体
」
〔本
書
、

=
ハ
頁
〕
と
し
て
定

義
す
る
。
生
産
性
を
伴
わ
な

い
動
作
と
.し
て
の
舞
踊
は
、
踊
り
方

・
伝
承
の
仕

方

・
踊
る
内
容
な
ど
か
ら
、
「民
族
舞
踊
」
と

「芸
術
舞
踊
」
の
二
つ
.に
分
類
さ

れ
る
。、
前
者
は
、
宗
教
的

・
呪
術
的
要
素
を
内
包
し
、
自
ら
が
踊
る
こ
と
に
意

味
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
娯
楽
的
で
あ
り
、
人
に
観
せ
る
こ
と
を
重

視
す
る
。

続
く
第
二
章

「
舞
踊
人
類
学

研
究

の
国
際
動
向
」

で
は
、
.舞
踊
人
類
学

〉
葺
汀
ob
o
δ
靆

o
h
O
詈
oΦ
＼
U
9
⇒
8

>
暮
年
ob
o
δ
題
と

い
う
学
問
領
域
の
生

成
か
ら
そ
の
過
程
、
近
年
の
研
究
動
向
に
至
る
ま
で
を
、
人
類
学
の
研
究
動
向

と
対
照
さ
せ
な
が
ら
概
観
し
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
本
格
的

に
人
類
学
の
理
論
を
学
ん
だ
舞
踊
研
究
者
に

よ

つ
て
確
立
さ
れ
た
舞
踊
人
類
学

は
、
当
初
、
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
あ
る
い
は

無
文
字
社
会
に
お
け
る
舞
踊
を
主
な
研
究
対
象
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年

は
、-
か

つ
て
の
限
定
し
た
地
域

の
舞
踊
だ
け
で
な
く
、
舞
踊
と

い
う
研
究
対
象

自
体
を
人
類
学
的
に
考
察
す
る
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
遠
藤
は
指
摘
す

る
。

本
書
の
中
心
を
な
す
第
三
章

「ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
人
類
学
」
は
、
著
者
の
こ

れ
ま
で
の
フ
ィ
!
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
に
基
づ
く
事
例
研
究
を
含
ん
で
い
る
。
ゼ

遠
藤
は
、
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
(,》を

一
括
し
て
論
じ
惹
こ
と
の
難
し
さ
に
触
れ

つ
つ
も
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
の
特
性
と
し
て
、
ポ
、

リ
セ
ン
ト
リ
ツ
ク

(多
中
心
性
)
と
マ
ル
チ
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

(動
き

の
細
分

.化
)
を
あ
げ
る
。
ポ
リ
セ
ン
ト
リ

ッ
ク
と
は
、
手

・
腰

・
脚
な
ど
身
体
の
様

々

な
部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
の
中
心
点
が
あ
る
か
の
よ
う
に
動
く
こ
と
か
ら
、

身
体
に
運
動
の
中
心
点
が
多
く
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
多
中
心
性
の
こ
と
を
意

味
す
る
。

一
方
、

マ
ル
チ
プ
リ
ケ
}
シ
ョ
ン
は
、
身
体
の
部
分
を

一
定
の
時
間

内
で
細
分
化
し
て
動
か
す
こ
と
を
さ
す
。
遠
藤
は
、
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
特
性
を
、
「舞
踊
が
生
ま
れ
た
風
土
、
生
業
形
態
、
生
活
行
動
な

ど
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
〔奎

日、
五
六
頁
〕
と
論
じ
る
。

次
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
参
与
観
察
の
資
料
を
基
に
し
て
、
遠
藤
は
、
二
つ

の
事
例
研
究
を
示
す
。

一
つ
は
、
ナ
イ
ジ

ェ
リ
ア
西
部
の
都
市
か
ら
離
れ
た
地

域
で
生
活
す
る
、
ヨ
ル
バ
族
因
o
歪
冨

に
お
け
る
伝
統
的
舞
踊
の
考
察
で
あ
る
。

伝
統
的
舞
踊
は
、
親
か
ら
子

へ
、
あ
る
い
は
共
同
体
の
大
人
か
ら
子
供

へ
と
伝

承
さ
れ
、
主
に
祭
り
の
場
で
行
な
わ
れ
る
。
遠
藤
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ル
バ
族
に
お

馳
け
る
伝
統
的
舞
踊
は
、
人
生
の
重
要
な
節
目
に
、

い
わ
ば
、
通
過
儀
礼
と
し
て

行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
伝
統
的
舞
踊
は
、
踊
り
手
の
姿
勢

・.身
体

の
動
か
し
方

・
踊
ら
れ
る
空
間
に
お
い
て
、
共
通
し
た
特
性
を
持

っ
て
い
る
。

別
の
事
例
で
は
、
エ
チ
え
ピ
ア
の
首
都
ア
デ
ィ
ス

・
ア
ベ
バ
と
い
う
都
市
社

会
に
お
い
て
、
西
洋
式
の
近
代
的
劇
場
に
お

い
て
行
な
わ
れ
る
舞
踊
に
注
目
す

る
。
遠
藤
は
、
「
エ
チ
オ
ピ
ア
国
民
と
し
て
の
自
覚
や
結
束
を
促
す

「文
化
的
な
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装
置
」
と
し
て
の
機
能
」
〔本
書
、

一
一
八
頁
〕
を
劇
場
か
ら
読
み
取
り
、
本
来
、

祭
り
な
ど
の
文
化
的
文
脈
の
中
で
行
わ
れ
る
伝
統
的
舞
踊
が
、
劇
場
で
行
な
わ

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
変
容
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
劇
場
と

い
う
新
し

い
空
間
に
お
い
て
、
伝
統
的
舞
踊
は
、
観
客

へ
効
果
的
に
見
せ
よ
う
と
す
る
演

出
意
図
の
介
在
に
よ

っ
て
、
新
し

い
伝
統
創
造
と
し
て
の
舞
踊
と
捉
え
ら
れ
る

と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
遠
藤
は
、
祭
り
の
場
で
行
な
わ
れ
る
伝
統
的
舞
踊

に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
舞
踊
を

「伝
統
的
」
舞
踊
と
記
し
て
区
別
す
る
。

さ
ら
に
、
劇
場
に
お
い
て
、
異

な
る
民
族
に
よ
る
様
々
な
舞
踊
を
観
客
が
目

に
す
る
こ
と
は
、
「
エ
チ
オ
ピ
ア
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
意
識
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族

の
舞
踊
か
ら
民
族
の
≒
文
化
」
を
可
視
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

舞
踊
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
.1
を
と
お
し

て
ま
な
ざ
し
を
近
代
的
に
再
編
す
る
と
考
え

ら
れ
る
」
〔本
書
、
、一
四
〇
頁
〕
と
論
じ
る
。

第
三
章
の
最
後
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
調
査
成
果
の
公
表

・
還

元
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
「研
究
者
に
都
合
の
よ
い
一
方
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
は
、
ア
フ
リ
カ
人
に
と

っ
て
文
化
的
な
搾
取
と
思
え
る
」
〔本
書
、

一
四

一

頁
〕
と
調
査
者
と
し
て
の
倫
理
観
を
指
摘
し
、
遠
藤
自
身
が
関
わ

っ
た

エ
チ
オ

ピ
ア
か
ら
の
舞
踊
団
招
聘
に
伴
う
文
化
交
流
事
業
の
成
果
を
紹
介
す
る
ゆ

最
後
に
、
第
四
章

「ま
と
め
と

展
望
」
で
は
、
事
例
研
究
の
ま
と
め
を
述
べ

る
。
そ
し
て
、
今
日
の
舞
踊
研
究
に
お
け
る
舞
踊
人
類
学
的
考
察
の
必
要
性
を

主
張
す
る
と
共
に
、
コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
に
よ
る
研
究
方
法
な
ど
舞
踊
研
究
の
新

た
な
側
面
を
提
示
す
る
。

事
例
研
究
の
ま
と
め
と
し
て
、
遠
藤
は
《
二
つ
の
事
例
に
お
け
る
舞
踊
の
共

通
す
る
点
を
四
つ
あ
げ
る
。
第

一
に
、
舞
踊
は
、
音
楽
と

一
緒
に
踊
ら
れ
る
。

第
二
に
舞
踊
は
、
人
と
人
、
あ
る
い
は
人
と
超
泊
然

(神
)
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
に
欠
か
す
こ
と
は
出
来
な

い
。
第
三
に
、
舞
踊
の
特
性
は
、
そ
の
地

域
の
地
理

・
宗
教

・
生
業
形
態
な
ど
が
反
映
さ
れ
る
。
第
四
に
、
舞
踊
は
、
「劇

.場
的
」
空
間
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
と
遠
藤
は
結
論
づ
け
て
い
る
。

"
本
書
は
、
舞
踊
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
な

か

っ
た
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
を
、
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ

い
て
考
察

し
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
。
・で
は
、
そ
の
他
に
、
舞
踊
研
究
の

視
点
か
ら
本
書
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
本
書
を
批
判
的
に
検
証
し
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

舞
踊
研
究
は
、
主
に
舞
踊
の
動
き
や
型
の
分
析
と
、
歴
史

・
伝
播
や
そ
れ
に

関
す
る
分
類
な
ど
の
分
析
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
儀
礼
や

祭
り
な
ど
の
文
化
的
実
践
に
お
け
る
舞
踊
を
論
じ
る
際
に
、
こ
れ
ま
で
の
舞
踊

研
究
は
、
本
来
の
文
化
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
舞
踊
だ
け
を
抽
出
し
て
、
文
脈

と
関
連
づ
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
動
き
や
型
だ
け
を
分
析
す
る
傾
向
忙
あ

っ
た
。
.

一
方
、
舞
踊
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
注
目
す
る
遠
藤
は
、
本
書
に
お
い
て
、

.事
例
対
象
で
あ
る
ヨ
ル
バ
族
に
関
す
6
社
会
構
造
や
日
常
生
活
な
ど
に
つ
い
て

言
及
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
前
提
に
し
て
、
祭
り
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
'

の
中
で
、
ヨ
ル
バ
の
人
々
と
舞
踊
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
。
た
と
え
ば
、
舞

踊
カ
レ
ン
ダ
ー
を
示
し
て
、
年
中
行
事
の
中
に
見
ら
れ
る
祭
り
と
舞
踊
の
関
係

性
を
論
じ
た
か
、
あ
る
い
は
祭
り
全
体
の
記
述
に
加
え
て
、
祭
り
に
お
け
る
舞

踊
と
音
楽
と
の
関
係
な
ど
を
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ル
バ
社
会
に
お
い
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て
、
文
化
的
実
践
と
し
て
行
な
わ
れ
る
舞
踊
を
、
祭
り
と
い
う
文
脈
の
中
で
捉

え
よ
う
と
す
る
遠
藤
の
立
場
は
、
評
価
に
値
す
る
。

反
面
、
本
書
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
と

エ
チ
オ
ピ
ア
の
二
つ
の
事
例
を
基
に
、

ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
の
特
性
を

一
括
七
て
述
べ
て
い
る
点
で
批
判
の
対
象
と
な
る
。

二
つ
の
事
例
か
ら
、
安
易
に
ポ
リ

セ
ン
ト
リ

ッ
ク

(多
中
心
性
)
と
マ
ル
チ
プ

り
す
コ
シ
ョ
ン

(動
き
の
細
分
化
)
と
い
う
要
素
を
、
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
の
特

性
と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
は
避
け

る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
本
書
の
よ
り
大
き
な
問
題
は
、
遠
藤
の
説
明
の
な
か

に
、
詳
細
な
分
析
を
伴
わ
ず
、
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
な
見
解
が
見
ら
れ

る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
遠
藤
ば
、
舞
踊
が

「社
会
や
文
化
と
結
び
つ
い
た

身
体
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
的
機
能
や
構
造
と
か
か
わ

っ
て
い
る
」
〔本

書
、

一
六
頁
〕
と
指
摘
す
る
。
あ
る
い
は
、
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
の
特
性
に
関
し

て
い
え
ば
、
「舞
踊
が
生
ま
れ
た
風
土
、
生
業
形
態
、
生
活
行
動
な
ど
と
密
接
に

結
び

つ
い
て
い
る
」
〔本
書
、
五
六
頁
〕
と
論
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
説
明

の
根
拠
と
な
る
旦
ハ体
的
な
議
論
や
事
例
は
、
本
書
の
中
か
ら
見
出
す
ご
・

と
は
出
来
な
い
。

・
す
な
わ
ち
、
本
書
は
、
ア
フ
リ
カ
の
事
例
か
ら
、
舞
踊
と
社
会
と
の
か
か
わ

り
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
主
題
に
関
す
る

議
論
は
、
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
得
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
主
題
を
検
討

す
る
上
で
、
明
か
に
不
足
し
て
い
る
要
素
と
は
、
対
象
地
域

の
人
々
の
視
線
や

言
葉
に
も
と
つ
い
た

「彼
ら
の
語
り
」

で
あ
る
。
」詳
細
な
分
析
を
伴
わ
ず
説
得

力
を
欠

い
た
遠
藤

の
説
明
に
必
要
な
も
の
と
は
、
ま
さ
し
く

「語
り
を
含
め
た

彼
ら
の
視
占
ど

で
あ
り
、
そ
の
視
点
に
内
在
す
る
も
の
の
分
析
で
あ
る
。

実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ

い
て
、
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
を
記
述
し
た
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本
書
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
の
民
族
誌
」
を
描
く
試
み
と
も

い
え
る
。
そ
こ
で
、
「舞
踊
の
民
族
誌
」
と
い
う
観
点
か
ら
本
書
を
捉
え
、
舞
踊

の
記
述
方
法
と
現
地
の
人
々
の

「語
り
を
含
め
た
彼
ら
の
視
点
」
と

い
う
二
つ

の
問
題
に
つ
い
て
、
次
に
検
討
し
た
い
。

附

.舞
踊
研
究
は
、
「
い
か
に
舞
踊
を
記
述
す
る
か
」
と
い
う
問
題
を
常
に
抱
え
て

い
る
。
そ
れ
は
、
舞
踊
を
記
述
す
る
際
に
、
動
き
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と

い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
9
言
語
を
媒
介
と
せ
ず
、
身
体
か
ら
身
体

へ
と
伝
承

さ
れ
る
舞
踊
の
本
来
的
な
意
味
や
印
象
的
な
動
き
を
、
実
践
さ
れ
る
空
間
や
時

間
な
ど
め
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
、
い
か
に
特
定
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

今
日
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
舞
踊

の
記
述
方
法
は
、

ル
ド
ル
フ

・
ラ
バ
ン

即
⊆
α
o
開
い
暮
9ロ
に
よ

っ
て
考
案
さ
れ
、
ラ
バ
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
い
餌げ
餌
口
o
冨
二
〇
p

と
称
さ
れ
る
舞
踊
記
譜
法
で
あ
る
。
「こ
れ
は
、
人
間
の
運
動
を
空
間
と
時
間
の

な
か
で
記
述
す
る
譜
法
と

い
え
る
。
ラ
バ
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
動
き
自
体
の

記
譜
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
理
論
上
、
あ
与
ゆ
る
文
化
に
お
け
る
舞
踊

の
記
譜
が
可
能
で
あ
る
。
反
面
、
文
化
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
な

い

ゆ
え
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

舞
踊
研
究
に
お
い
て
、
参
与
観
察
に
よ
る
分
析
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
参
与
観
察
に
よ
る
舞
踊
の
記
述
の
多
く
は
、
舞
踊
自
体
の

動
き
や
構
造
の
分
析
に
終
始
す
る
傾
向
が
あ
る
ρ
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
描
き
出



さ
れ
る
舞
踊
老
は
、
観
察
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
第
三
者
に
映
る
舞
踊
で
あ

っ
て
、

現
地
の
人
々
の

「語
り
を
含
め
た
彼
ら
の
視
点
」
は
、
含
ま
れ
て
い
な
い
。

本
書
に
関
し
て
い
え
ば
、
遠
藤

の
記
述
は
、
観
察
者
で
あ
る
遠
藤
自
身
に
映

っ
た
ア
フ
リ
カ
の
舞
踊
に
お
け
る
動
き
の
分
析
で
あ
り
、
遠
藤
か
ら
見
る
舞
踊

と
社
会
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
フ
リ
カ
の
人
々
の

「語
り
を
含
め
た
彼
ら
の
視
点
」
は
、
欠
落
し
て
い
る
。

.舞
踊
を
実
践
す
る
者
は
、
身
体
を
用
い
て
表
現
す
る
律
動
的
動
作
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
世
界
を
感
得
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、鹽
人
々
は
、
舞
踊
の
実

践
を
観
る
こ
と
で
隅
ど
の
よ
う
な
世
界
を
感
受
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
舞
踊
は
実
践
さ
れ
る
社
会

・
文
化

・
世
界
観
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
相
に

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め

に
も
、
今
後
の
舞
踊
研
究
は
、
舞
踊
の
動

き
や
構
造
の
分
析
に
加
え
て
、
対
象
と
な
る
人
々
の

「語
り
を
含
め
た
彼
ら
の

視
点
」
を
考
察
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
舞
踊
と

い
う
限
定
的
な
現
象
よ

り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
生
み
出
す
実
体
と
し
て
の
身
体
を
中
心
に
捉
え
、
わ
れ

わ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
や
文
化
、
さ
ら
に
は
世
界
観
を
探
る
こ
と
こ
そ
、
舞
踊

研
究
が
抱
え
る
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
評
者
は
考

凡
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と

で
舞
踊
を
記
述
す

る
な
ら
ば
、
必
然
的
に

「彼
ら
」

の
身
体
、
あ
る
い
は
身
体
観
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

身
体
観
と
は
、
「語
り
を
含
め
た
彼
ら
の
視
点
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
人
類
学
が
身
体
に
関
す

る
議
論
を
深
め
て
き
た

一
方
で
、
舞
踊
研

究
は
、
舞
踊
の
実
践
者
自
身
の
身
体
観
に
閑
し
て
、
十
分
に
議
論
し
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
舞
踊
の
動
き
や
構
造

の
分
析
に
固
執
七
た
た
め
で
あ
り
、
実
践
者
の

身
体
に
対
す
る
客
観
的
な
記
述
は
あ

っ
て
も
、
主
観
的
な

「語
り
」
は
な
い
。

本
書
で
示
さ
れ
た
舞
踊
人
類
学
と
は
、
人
間
の
身
体
の
動
態
に
着
目
し
、
そ

れ
を
と
り
ま
く
世
界
と
ど

の
よ
う
に
関
連
す
る
か
を
考
察
す
る
学
問
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
日
常
の
動
作
や
儀
礼
な
ど
の
文
化
的
実
践
に
お
け
る
身
体
の
動
態
、

あ
る
い
は
舞
踊
を
実
践
す
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
社
会

・
文
化
全
体
の
中
で
、

ど
の
よ
う
な
繋
が
り
を
も

っ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
領
域
と
い
え
る
。

・そ
れ
ゆ
え
、
舞
踊
の
動
き
や
構
造
の
分
析
に
加
え
、
当
該
地
域
の

「語
り
を

含
め
た
彼
ら
の
視
点
」
も
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「語
り
を
含
め
・

た
彼
ら
の
視
点
」
に
よ
る
身
体
観
を
土
台
に
、
舞
踊
を
社
会
的

・
文
化
的
脈
絡

の
中
で
描
く
こ
と
こ
そ
、
「舞
踊
の
民
族
誌
」
と
い
え
る
の
で
ば
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
舞
踊
と
い
う
文
化
現
象
を
通
じ
て
、
社
会
文
化
の
構
造
を
探
求
す
る

行
為
で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

.今
日
、
舞
踊
研
究
者
に
加
え
て
↓
民
族
音
楽
学
者
や
人
類
学
者
の
多
大
な
貢

献

に
よ
り
、
世
界
各
国
の
諸
民
族
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
舞
桶
に
関
し
て
、
数
多

く
の
調
査
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
舞
踊
研
究
で
は
、

舞
踊
の
社
会
的
機
能
や
構
造
、
あ
る
い
は
文
化
的
パ
タ
ー
ン
な
ど
に
関
す
る
分

析
が
行
な
わ
れ
始
め
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
か
ら
の
舞
踊
研
究
は
、
あ
る
特
定
の
民
族
に
お
け
る
身
体

動
態
に
関
す
る
分
析
だ
け
で
な
く
、
「語
り
を
含
む
彼
ら
の
視
点
」
を
検
証
し
、

身
体
動
態
を
と
り
ま
く
世
界
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持

つ
の
か
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
舞
踊
人
類
学
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
方
向
性
を
示
す
学
問
領
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域
な
の
で
あ
る
。

評
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
舞
踊
研
究
に
お
.い
て
、
十
全
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来

な
か

っ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
な
ど
の
宗
教
的
職
能
者
に
お
け
る
身
体
動
態
を
考
察
す

る
上
で
、
舞
踊
人
類
学
の
方
法
論
は
、
新
た
な
観
点
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
宗
教
的
実
践
者
の
身
体
動
態
の
分
析
は
、
舞
踊
と
い
う
枠
組
み
に

囚
わ
れ
た
限
定
的
な
視
点
に
よ
る

の
で
は
な
く
、
身
体
を
中
心
に
実
践
者
を
と

り
ま
く
社
会
や
文
化
、
さ
ら
に
は
世
界
観
な
ど
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
書
は
、
・舞
踊
研
究
者
に
対
し

て
、
研
究
視
点
や
方
法
論
を
反
省
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
今
日
の
舞
踊
研
究
が
抱
え
6
問
題
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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)

遠
藤
は

、
ア

フ
リ
カ

の
舞
踊

と
は
、
サ

ハ
ラ
砂
漠

以
南

の
ブ

ラ

ッ
ク

・
ア
フ

リ
カ

の
舞
踊

を
指
す

こ
と

が

一
般
的

で
あ

る
と
述

べ
る
。
そ
れ
は
、
音
楽

の

分
野
お

い
て
、
ギ

ニ
ア
湾
岸

か
ら
中
南
部

に
広
が
る
地
域
を

ア
フ
リ
カ
的
音

楽
文
化

地
域

と
し

て
求
め

て

い
る
か
ら

で
あ

り
、
同
地
域

で
踊
ら
れ

る
舞
踊

を
中
心

に
考
察
す
る
と
遠
藤

は
説
明
す

る

〔本
書
、
五
五
頁
〕
。

」.


