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(
2
)
 

林
文
中
舞
踊
団
の
主
催
者
林
文
中
は
、
台
湾
の
国
立
蓬
北
藝
術

こ
の
小
論
で
は
、
台
湾
の
現
代
舞
踊
団
「
林
文
中
舞
踊
団
」

W
C
d
a
n
c
e
に
よ
る
『
小
南
管
』
（
二
0
1
―
)
と
そ
の
続
編
で
あ
る
『
小

南
管
II
』
（
二
0
-
三
）
に
見
ら
れ
る
、
伝
統
と
現
代
と
の
対
話
性
に

(
1
)
 

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
ア
ジ
ア
演
劇
に
お
け

る
伝
統
の
問
題
を
典
型
的
に
示
す
と
同
時
に
、
極
め
て
独
自
の
形

で
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
有
り
方
を
考
察
す
る
こ

と
は
、
現
代
ア
ジ
ア
演
劇
が
芋
む
問
題
と
方
向
性
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
台
湾
現
代
舞
踊
」

が
始
ま
る
一
九
七

0
年
代
以
降
の
流
れ
を
概
観
し
、
次
に
こ
の
二

作
品
と
同
舞
踊
団
の
仕
事
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
、
作
品
の
中
で

「
伝
統
」
が
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
現
代
化
し
て
い

る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
答
え
た
い
。

林
文
中
舞
踊
団
と
台
湾
現
代
舞
踊

大
學
舞
距
學
院
を
卒
業
後
、
「
台
北
民
族
踊
団
」

T
a
i
p
e
i
F
o
l
k
 

D
a
n
c
e
 T
h
e
a
t
r
e
、
「
舞
餡
空
間
」

D
a
n
c
e
F
o
r
u
m
 Taipei
等
で

活
動
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
渡
り
、
ユ
タ
大
学
舞
踊
学
科

修
士
課
程
を
修
了
し
、
プ
ロ
の
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
活
動
を
開
始
す

る
。
二

0
0
0
年
か
ら
一
年
間
は
「
ユ
タ
・
レ
パ
ー
ト
リ
ー
・
ダ

ン
ス
・
シ
ア
タ
ー
」
に
い
た
後
、
二

0
0
一
年
か
ら
二

0
0
七
年

ま
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
「
ビ
ル
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
／
ア
ー
ニ
ー
・

ゼ
ー
ン
ダ
ン
ス
カ
ン
パ
ニ
ー
」
で
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
在
籍
す
る
。

台
湾
に
帰
国
し
、
二

0

0
八
年
に
現
在
の
林
文
中
舞
踊
団

W
C
d
a
n
c
e
を
創
設
し
て
現
在
ま
で
活
発
に
作
品
を
発
表
し
続
け
て

い
る
。
二

0
0
八
年
に
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
演
劇
祭
に
参
加
、
ま
た

二
0
―
二
年
に
は
日
本
の
「

F
/
T
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
ト
ー

キ
ョ
ー
」
に
も
招
聘
さ
れ
て
『
小
南
管
』
を
上
演
し
、
好
評
を
博

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

経
歴
が
示
す
よ
う
に
、
林
文
中
本
人
は
台
湾
で
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス

の
教
育
を
受
け
た
後
に
、
ア
メ
リ
カ
で
も
ダ
ン
ス
を
学
び
、
米
国

ー
林
文
中
舞
踊
団
『
小
南
管
』
シ
リ
ー
ズ
を
め
ぐ
っ
て

「
伝
統
」

の
舞
踊
化

永

田

靖
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の
ダ
ン
ス
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
七

0
年
代

以
降
の
台
湾
現
代
舞
踊
の
旗
手
た
ち
の
多
く
が
海
外
、
と
り
わ
け

米
国
で
ダ
ン
ス
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
例
外
的
な
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
台
湾
の
現
代
舞
踊
は
―
つ
の
傾
向
と
し
て

欧
米
の
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

台
湾
の
現
代
舞
踊
は
、
一
九
七

0
年
代
前
半
に
創
設
さ
れ
る
ニ

つ
の
舞
踊
団
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

＿
つ
は
、
一
九
七
三
年
に
林
懐
民
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
雲
門

舞
集
」

C
l
o
u
d
G
a
t
e
 D
a
n
c
e
 T
h
e
a
t
r
e
 (
以
下
「
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
」

と
表
記
）
、
も
う
―
つ
は
劉
鳳
學
に
よ
っ
て
翌
年
に
創
設
さ
れ
た
「
新

古
典
舞
団
」
N
e
o
Classic D
a
n
c
e
 C
o
m
p
a
n
y
で
あ
る
。
劉
鳳
學
は
、

京
劇
の
動
き
と
ラ
バ
ン
を
基
礎
に
し
た
ダ
ン
ス
と
を
混
合
さ
せ
、

古
代
中
国
の
絵
画
や
舞
踊
を
活
用
し
て
、
ま
た
唐
代
の
宮
廷
舞
踊

を
再
創
造
し
て
、
中
国
の
古
典
舞
踊
の
洗
練
さ
れ
た
美
し
さ
を
表

現
し
た
と
す
れ
ば
、
林
懐
民
も
ア
メ
リ
カ
留
学
で
学
ん
だ
マ
ー
サ
・

グ
ラ
ハ
ム
の
ダ
ン
ス
技
術
と
京
劇
と
を
結
び
合
わ
せ
て
独
自
の
作

品
を
生
み
出
し
て
行
く
。
中
で
も
林
懐
民
が
作
っ
た
『
レ
ガ
シ
ー
』
（
一

九
七
八
）
は
、
一
七
世
紀
に
中
国
か
ら
台
湾
に
移
住
す
る
民
族
を
主

題
に
、
京
劇
や
太
極
拳
の
技
術
、
そ
し
て
何
よ
り
「
南
管
」
音
楽

も
取
り
入
れ
て
、
グ
ラ
ハ
ム
の
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
技
術
で
作
品
化

し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
前
衛
演

劇
の
影
響
、
儀
礼
涼
劇
や
街
頭
涼
劇
の
方
法
論
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
、
こ
の
検
閲
と
「
白
色
テ
ロ
」
の
時
代
を
画
す
る
伝
説
的
な
作

(3) 

品
と
な
っ
て
い
る
。
林
懐
民
と
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
・
ダ
ン
ス
シ

ア
タ
ー
の
美
学
に
つ
い
て
、
舞
踊
学
者
の
デ
ビ
ッ
ド
・
ミ
ー
ド
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
林
懐
民
は
バ
レ
エ
と
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス

を
ア
ジ
ア
の
美
学
と
動
き
の
形
式
、
特
に
太
極
拳
と
導
引
、
と
に

結
び
つ
け
た
が
、
そ
れ
は
世
界
中
の
観
客
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
彼
の
作
品
は
し
ば
し
ば
動
き
の
中
に
夢
の
よ
う
な

質
感
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
好
奇
心
を
掻
き
立
て
、
ソ
フ
ィ
ス

ト
ケ
ー
ト
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
も
間
違
い
な
く
常
に
東
の
そ
れ

で
あ
っ
た
。
」
こ
こ
で
「
東
の
」
そ
れ
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
質
感
は
、
「
西
の
」
西
欧
に
対
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
ひ
と
ま
ず
「
ア

ジ
ア
の
」
と
読
み
替
え
て
も
差
し
障
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

台
湾
の
一
九
七

0
年
代
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
が
高

ま
る
時
代
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
台
湾
現
代
史
は
、
終
戦
を
迎

え
る
一
九
四
五
年
に
敗
戦
国
日
本
が
台
湾
か
ら
撤
退
す
る
と
同
時

に
中
国
国
民
党
の
治
下
に
な
る
。
一
九
四
九
年
に
中
国
共
産
党
に

よ
る
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
と
、
中
国
本
土
か
ら
国
民
党

政
府
が
台
湾
に
移
る
こ
と
と
な
り
、
中
国
本
土
と
の
緊
張
関
係
が

高
ま
っ
て
、
戒
厳
令
が
敷
か
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
八
七
年
ま
で
続
く
。

こ
の
中
で
一
九
七

0
年
代
は
米
国
の
中
華
人
民
共
和
国
接
近
か
ら

日
中
国
交
正
常
化
、
米
中
国
交
樹
立
へ
と
、
台
湾
を
巡
る
ア
ジ
ア

60 



情
勢
が
激
変
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の
時
代
の
中
で
、
台
湾
は

中
国
と
米
国
（
と
日
本
）
と
の
関
係
の
中
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

問
題
を
鋭
く
認
識
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
震
翌
北
藝
術
大
学
舞
踏

學
院
教
授
で
舞
踊
学
者
の
陳
雅
罪
は
、
こ
の
時
代
を
「
台
湾
意
識
」

が
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
華
中
心
思

想
と
い
う
公
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
対
立
し
た
も
の
で
、
い
わ

ゆ
る
「
ネ
イ
テ
イ
ヴ
ィ
ス
ト
文
化
運
動
」
が
生
ま
れ
た
時
代
で
も

あ
り
、
林
懐
民
や
劉
鳳
學
の
舞
踊
作
品
は
、
こ
れ
ら
の
意
識
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
大
切
な

の
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
一
九
七

0
年
代
に
台
湾
現
代
舞
踊
が
始
め

ら
れ
た
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
京
劇
、
太
極
拳
、
中
国
の

古
典
な
ど
の
「
伝
統
的
」
な
モ
チ
ー
フ
を
吸
収
し
つ
つ
、
国
民
意

識
と
し
て
の
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

林
文
中
の
舞
踊
は
―
つ
に
は
こ
の
一
九
七

0
年
代
以
降
の
大
き

な
「
台
湾
意
識
」
の
流
れ
に
あ
る
。
た
だ
台
湾
現
代
舞
踊
史
に
お

い
て
、
「
台
湾
意
識
」
は
一
九
七

0
年
代
と
一
九
九

0
年
代
で
は
い

さ
さ
か
異
な
る
要
因
を
芋
ん
で
い
る
。
政
治
的
に
は
米
国
の
ア
ジ

ア
政
策
の
転
換
が
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
七

0
年
代
と
は
違
い
、

九
0
年
代
は
一
九
八
七
年
の
戒
厳
令
解
除
を
受
け
て
、
中
国
と
の

多
様
な
接
触
が
盛
ん
に
な
る
時
代
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
林
文
中

が
大
学
卒
業
後
の
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
四
年
に
か
け
て
ダ
ン

サ
ー
と
し
て
入
団
し
て
活
動
し
た
台
北
民
族
踊
団
は
、
一
九
八
八

年
に
察
麗
華
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
台
湾
で
は
最
初
の
職
業
的

な
民
族
舞
踊
団
で
あ
る
。
彼
ら
は
台
湾
の
様
々
な
伝
統
舞
踊
を
保

存
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
ベ
ー
ス
に
作
品
化
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。
察
麗
華
の
作
品
は
『
慶
神
醜
」
『
飛
魚
祭
』
な
ど
と
い
っ

た
種
族
の
舞
踊
の
原
型
を
比
較
的
良
く
留
め
て
い
る
作
品
か
ら
、

近
年
の
『
菩
提
』
『
香
火
』
な
ど
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
美
的
に
再

構
成
さ
れ
て
い
る
作
品
ま
で
幅
広
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
先
住
民

族
の
舞
踊
を
保
存
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
中
国
の
舞
踊
伝
統
と
掛
け

合
わ
せ
て
舞
台
芸
術
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
と
中
国
と
の

文
化
的
な
行
き
来
が
進
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
戒
厳
令
解
除
の
一
九
八

七
年
以
後
に
は
同
じ
「
台
湾
意
識
」
へ
の
関
心
は
継
続
し
て
い
た

と
し
て
も
、
七

0
年
代
に
は
な
か
っ
た
先
住
民
の
伝
統
へ
の
意
識

が
強
ま
り
、
そ
れ
が
舞
踊
実
践
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
礎
に
し
た
単
一
ア

イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
ヘ
の
反
省
が
見
ら
れ
、
多
元
的
な
台
湾
意
識
の

確
認
作
業
が
舞
踊
を
通
し
て
展
開
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
も
、
台
湾
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
確
立
は
中
国
の
舞
踊
伝
統
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

逆
に
そ
れ
ら
と
接
触
さ
せ
る
こ
と
で
行
わ
れ
て
い
る
点
は
確
認
し

て
お
き
た
い
。

林
文
中
は
、
二

0
0
七
年
末
ま
で
に
米
国
か
ら
台
湾
に
帰
国
し
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た
後
、
二

0
0
九
年
に
こ
の
台
北
民
族
舞
団
に
お
い
て
―
つ
の
作

品
『
湖
映
／
葉
落
』
を
制
作
し
て
い
る
。
林
文
中
は
個
人
の
テ
ー

マ
の
一
っ
と
し
て
「
水
」
を
課
題
と
し
て
お
り
、
二

0
―
二
年
『
水

消
河
小
』
、
二

0
一
四
年
の
新
作
『
長
河
』
と
断
続
的
に
「
水
」
を
テ
ー

マ
に
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
に
も
「
南
管
」
を

含
む
台
湾
の
伝
統
音
楽
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
作
品

は
そ
れ
ぞ
れ
に
ス
タ
イ
ル
が
異
な
り
、
同
列
で
は
議
論
し
な
い
方

が
よ
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
林
文
中
の
舞
踊
世
界
と

台
北
民
族
舞
団
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
十
分
に
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が

あ
る
こ
と
だ
け
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
林

文
中
が
林
懐
民
と
似
て
、
察
麗
華
と
異
な
る
の
は
、
林
文
中
が
西

欧
的
な
舞
踊
を
核
に
教
育
を
受
け
、
創
作
を
行
っ
て
来
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

林
文
中
が
本
格
的
に
台
湾
で
活
動
再
開
す
る
の
は
、
二

0
0
七

年
に
舞
踏
空
間

D
a
n
c
e

Forum Taipei
で
振
付
・
演
出
し
た
『
エ

ビ
ル
・
ボ
ー
イ
」
な
ど
が
あ
る
に
せ
よ
、
正
当
な
評
価
を
勝
ち
取
っ

た
の
は
や
は
り
二

0
0
八
年
の
自
ら
の
舞
踊
団
W
C
d
a
n
c
e
を
創
設

し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
林
文
中
は
、
『
ス
モ
ー
ル
』
（
二
0
0
八）、

『
ス
モ
ー
ル
・
ソ
ン
グ
ス
』
（
二
0
0
九
）
、
『
ス
モ
ー
ル
・
パ
ズ
ル
ス
』

（二
0

I
 

0
)
と
立
て
続
け
に
「
ス
モ
ー
ル
」
シ
リ
ー
ズ
を
発
表
し
、

独
自
の
ダ
ン
ス
世
界
を
開
示
し
て
み
せ
た
。
何
故
「
ス
モ
ー
ル
」

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
林
文
中
本
人
が
語
っ
て
い
る
。
「
台
湾

で
生
ま
れ
、
一

0
年
間
米
国
で
学
び
、
暮
ら
し
て
、
仕
事
を
し
て

き
た
ダ
ン
ス
の
演
出
家
と
し
て
、
私
は
何
か
自
分
に
関
心
の
あ
る

も
の
か
ら
挑
戦
的
で
新
し
い
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
思
っ
た
。
例

え
ば
、
二

0
0
七
年
に
米
国
か
ら
台
湾
に
戻
っ
た
時
に
、
台
北
の

暮
ら
し
の
空
間
は
な
ん
と
混
雑
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
驚
い
た
。

そ
の
こ
と
が
私
に
『
ス
モ
ー
ル
』
を
作
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
三
メ
ー
ト
ル
四
方
の
箱
の
中
の
作
品
だ
が
、
生
活
環
境
の

狭
さ
や
息
苦
し
さ
を
描
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
因
習
的
な
上
演
空

(
7
)
 

間
へ
の
挑
戦
で
も
あ
り
、
独
自
の
舞
踊
作
品
の
創
出
で
も
あ
っ
た
。
」

『
ス
モ
ー
ル
』
で
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
メ
ー

ト
ル
四
方
の
透
明
の
ケ
ー
ジ
が
舞
台
中
央
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ

の
ケ
ー
ジ
の
中
だ
け
で
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
踊
っ
て
行
く
。
こ
の
ケ
ー

ジ
の
背
景
の
み
が
白
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
は
書
き
物
を
し

た
り
落
書
き
を
し
た
り
す
る
キ
ャ
ン
バ
ス
に
も
な
る
。
ダ
ン
サ
ー

た
ち
は
ケ
ー
ジ
の
上
手
側
の
奥
に
あ
る
小
さ
な
入
口
を
出
入
り
し

て
、
狭
い
限
定
さ
れ
た
文
字
通
り
の
小
さ
な
空
間
の
中
で
、
時
に

ぶ
つ
か
り
合
い
、
時
に
協
調
し
な
が
ら
、
都
市
生
活
の
愛
や
歓
び
、

孤
独
や
恐
怖
を
描
い
て
行
く
。
ダ
ン
ス
の
ス
ペ
ー
ス
を
小
さ
な
空

間
に
制
限
す
る
こ
と
で
、
ダ
ン
サ
ー
の
身
体
は
ケ
ー
ジ
内
で
集
中

力
を
増
し
、
ク
ラ
ウ
ス
ト
フ
ォ
ー
ビ
ア
的
な
狂
躁
と
都
市
的
な
閉

塞
感
に
満
ち
た
世
界
を
逆
に
雄
弁
に
描
く
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら

の
「
ス
モ
ー
ル
」
シ
リ
ー
ズ
の
延
長
に
「
小
南
管

S
m
a
l
l
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N
a
n
g
u
a
n』
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
七

0
年
代
の
林
懐
民
と
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
の
「
国
民
意
識
」

を
確
認
す
る
舞
踊
実
践
と
は
異
な
り
、
林
文
中
の
実
験
は
、
現
代

化
し
矮
小
化
し
た
都
市
空
間
の
中
で
生
き
ざ
る
を
得
な
い
「
個
」

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

林
文
中
の
ダ
ン
ス
の
教
育
は
林
懐
民
か
ら
直
接
受
け
た
と
本
人

(
8
)
 

が
語
っ
て
い
る
。
林
懐
民
の
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
技
術
は
米
国
で
学

ん
だ
マ
ー
サ
・
グ
ラ
ハ
ム
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
あ
る
こ
と
は
本
人
も

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
林
文
中
が
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
技
術
を
身

に
つ
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
林
文
中
の
よ
う
な
九

0
年

代
以
降
の
若
い
世
代
は
、
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
イ
ン
プ
ロ
ビ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
」
を
よ
り
本
格
的
に
吸
収
し
て
い
る
点
が
、
初
期
林
懐
民
な
ど

の
第
一
世
代
と
異
な
る
。
コ
ン
タ
ク
ト
・
イ
ン
プ
ロ
ビ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
は
、
欧
米
の
グ
ラ
ハ
ム
や
カ
ニ
ン
グ
ハ
ム
な
ど
の
モ
ダ
ン
ダ
ン

ス
の
試
み
が
極
限
ま
で
達
し
た
後
の
、
一
種
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

ダ
ン
ス
の
核
の
一
っ
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
ダ
ン
ス

は
、
ア
ジ
ア
の
観
念
や
動
き
の
文
化
を
よ
り
広
く
受
け
入
れ
る
こ

と
に
な
り
、
舞
踊
技
術
に
柔
ら
か
さ
と
自
在
さ
を
与
え
て
、
そ
れ

ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
影
響
か
ら
の
解
放
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
林
文
中
の
二

0
一
四
年
の
新
作
『
長
河
』

は
こ
の
コ
ン
タ
ク
ト
・
イ
ン
プ
ロ
ビ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

出
会
い
と
し
て
の
舞
踊

を
徹
底
し
て
使
用
し
て
お
り
、
独
自
の
世
界
を
開
示
し
て
み
せ
て

い
る
。
む
ろ
ん
台
湾
の
伝
統
音
楽
も
多
用
し
て
い
る
が
、
南
管
な

ど
の
台
湾
の
伝
統
音
楽
に
は
よ
り
親
和
性
の
あ
る
舞
踊
世
界
を
開

拓
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

林
文
中
の
振
付
・
演
出
に
よ
る
7

小
南
管
』
は
二

0
1
―
年
に

(IO) 

発
表
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
で
伴
奏
と
し
て
使
用
さ
れ
た
「
南
管
」

と
は
、
中
国
の
福
建
省
泉
州
地
方
に
伝
承
さ
れ
る
器
楽
の
合
奏
音

楽
も
し
く
は
語
り
物
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
成
立
時
期
は
漢
唐
、

晋
唐
、
唐
宗
な
ど
諸
説
が
あ
り
、
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
。

台
湾
へ
の
伝
来
時
期
も
ま
た
不
明
で
あ
る
が
、
一
七
四
九
年
に
は

台
湾
で
最
初
の
南
管
の
楽
団
が
創
設
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
八
世

紀
中
盤
に
は
土
着
化
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
使
用
す
る
楽

器
は
、
ま
ず
弦
楽
器
と
し
て
三
弦
、
二
弦
、
そ
し
て
琵
琶
の
編
成

で
「
上
四
管
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
管
楽
器
に
は
洞
篇
（
尺
八
）
、

そ
し
て
打
楽
器
と
し
て
は
拍
子
木
の
よ
う
な
拍
板
が
一
般
的
で
あ

る
。
ま
た
、
南
管
は
同
じ
く
泉
州
地
方
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
語
り

物
（
「
説
唱
」
）
や
演
劇
で
あ
る
梨
圏
戯
の
伴
奏
音
楽
と
し
て
も
演
奏

さ
れ
る
。
梨
園
戯
は
、
十
二
世
紀
宋
代
に
隆
盛
し
た
南
戯
と
呼
ば

れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
残
す
、
中
国
で
最
も
古
い
演
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劇
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
梨
園
戯
が
泉
州
地
方
か
ら
、
台
湾
を
は

じ
め
東
南
ア
ジ
ア
一
帯
に
広
ま
る
の
は
、
一
七
世
中
盤
以
降
と
な

る
。
宋
と
元
の
時
代
の
泉
州
港
は
、
こ
の
時
代
の
海
外
貿
易
と
海

上
交
通
の
中
心
地
で
あ
り
、
都
市
文
化
も
発
達
し
た
と
い
う
。
こ

の
文
化
と
海
上
交
通
の
発
展
に
よ
っ
て
、
梨
園
戯
は
広
ま
り
、
台

湾
に
伝
わ
っ
た
の
も
一
七
世
紀
中
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
梨
園

戯
は
使
用
さ
れ
る
言
語
が
泉
州
語
か
滝
州
語
で
あ
り
、
今
回
の
林

文
中
舞
踊
団
も
こ
の
梨
園
戯
か
ら
い
く
つ
か
の
場
面
を
構
成
し
て

お
り
、
し
ば
し
ば
古
い
泉
州
語
で
台
詞
が
語
ら
れ
て
い
る
。
現
在

は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
愛
好
者
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
海
外
華
僑
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
現
代
の
聴
衆

に
と
っ
て
歌
詞
の
聞
き
取
り
は
困
難
で
あ
り
、
字
幕
を
使
用
す
る

こ
と
が
多
い
と
い
う
。

さ
て
、
林
文
中
振
付
・
演
出
の
『
小
南
管
」
に
お
い
て
は
、
ま

ず
舞
台
は
四
＼
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ほ
ぽ
正
方
形
に
近
い
木
製
の

平
舞
台
で
、
上
演
は
こ
の
舞
台
と
そ
の
廻
り
を
使
っ
て
行
わ
れ
る
。

作
品
は
全
体
に
九
場
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
場
「
プ
レ
リ
ュ
ー

ド
」
に
お
い
て
、
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の
簡
単
な
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ

プ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
際
、
南
管
の
歌
の
一
部
を
歌
い
つ
つ
、
体

の
動
き
を
付
け
て
行
く
。

次
に
第
二
場
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
は
、
舞
台
は
無
人
、
暗
転
の

ま
ま
で
六
人
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
録
画
が
背
後

の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
写
さ
れ
る
。
南
管
音
楽
に
つ
い
て
感
想
、
気

に
入
っ
た
か
ど
う
か
、
自
分
の
生
活
と
の
関
係
な
ど
を
語
っ
て
行

く
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
南
管
に
接
す
る
の
が

初
め
て
で
、
自
分
の
生
活
と
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
こ
と
を
明
る

く
話
し
て
行
く
。
ま
た
南
管
や
中
国
伝
統
文
化
を
学
ぶ
こ
と
に
輿

味
が
あ
っ
た
等
、
作
品
に
参
加
し
て
い
る
理
由
も
述
べ
ら
れ
る
。

う
ち
一
人
の
ダ
ン
サ
ー
は
、
南
管
に
は
馴
染
め
な
か
っ
た
こ
と
を

告
白
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
舞
踊
団
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
に
と
っ

て
今
回
初
め
て
「
南
管
」
と
接
す
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
に
と
っ

て
は
聞
き
慣
れ
な
い
未
知
の
音
楽
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
場
面
で

示
さ
れ
る
。

第
三
場
は
、
舞
台
上
で
七
人
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
に
、
南
管
奏
者

の
魏
美
恵
が
歌
い
方
、
同
じ
く
南
管
奏
者
で
ダ
ン
サ
ー
で
も
あ
る

林
雅
嵐
が
体
の
動
か
し
方
を
、
南
管
の
曲
『
風
打
梨
』
を
使
っ
て
、

訓
練
を
行
う
場
面
が
演
じ
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
更
に
三
人
の
南
管

奏
者
が
舞
台
に
登
場
す
る
。
南
管
奏
者
は
、
茶
褐
色
の
伝
統
衣
装

を
付
け
て
い
る
が
、
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
白
の
ズ
ボ
ン
に
白
の
ベ
ス

ト
を
羽
織
っ
て
い
る
だ
け
の
簡
素
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
こ
の
際
、

舞
台
背
景
に
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
学
ぶ
『
風
打
梨
」
の
「
エ
尺
譜
」

と
い
う
南
管
の
伝
統
的
な
記
譜
法
に
よ
る
楽
譜
が
大
き
く
映
写
さ

れ
て
い
る
。
南
管
音
楽
を
使
う
梨
園
戯
の
演
技
に
お
け
る
五
種
類

(12) 

の
指
使
い
を
教
え
た
後
は
、
何
人
か
の
観
客
が
舞
台
に
呼
び
出
さ
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れ
、
観
客
に
も
指
使
い
を
教
え
て
行
く
。
こ
れ
が
第
四
場
に
繋
が
っ

て
行
く
。

第
四
場
で
は
、
梨
園
戯
「
―
―
一
畳
尾
」
『
貼
水
流
香
』
「
出
庭
前
』

の
一
部
を
使
っ
て
、
第
三
場
で
教
え
た
指
使
い
を
使
い
な
が
ら
何

人
か
の
観
客
た
ち
に
歩
行
の
形
式
を
実
際
的
に
教
え
て
行
く
。
観

客
が
退
場
し
た
ら
そ
の
ま
ま
五
人
の
奏
者
に
よ
る
南
管
の
歌
と
演

奏
に
合
わ
せ
て
、
五
人
の
ダ
ン
サ
ー
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り

舞
台
上
に
現
れ
て
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
梨
固

戯
の
伝
統
的
な
振
付
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
南
管
に
沿
わ
せ

た
モ
ダ
ン
な
振
り
付
け
の
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
ほ
ぼ
―
―
―

0
分
経
過
し
て
い
る
。

第
五
場
は
、
も
う
一
度
暗
転
の
ま
ま
舞
台
背
後
の
大
き
な
ス
ク

リ
ー
ン
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
録
画
が
映
写
さ
れ
る
。
た
だ
し
今
回
は

ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
南
管
に

関
す
る
専
門
家
達
で
あ
る
。
林
文
中
の
卒
業
し
た
國
立
豪
北
藝
術

大
學
舞
距
學
院
の
教
授
た
ち
ゃ
、
南
管
楽
団
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、

現
代
舞
踊
団
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
な
ど
五
名
、
そ
し
て
最
後
に
は
台

北
民
族
舞
団
の
察
麗
華
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
い
る
。
総
じ

て
彼
ら
は
、
現
代
に
お
い
て
伝
統
芸
術
が
存
続
す
る
こ
と
の
難
し

さ
を
認
め
な
が
ら
、
伝
統
芸
術
を
そ
の
ま
ま
の
形
式
で
継
承
さ
せ

る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
嗣
立
豪
北
藝

術
大
學
舞
踏
學
院
教
授
の
林
珀
姫
は
、
伝
統
芸
術
は
時
代
と
と
も

に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
切
な
の
は
い
か
に
そ
の
精
神
を
伝

え
る
か
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
同
大
学
舞
距
學
院

教
授
の
呉
素
君
も
伝
統
芸
術
の
形
式
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
重
要
で
は
な
い
が
、
問
題
は
作
り
手
の
ル
ー
ツ
に
し
つ
か
り

と
根
付
い
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
自
分
自
身
の
特
質
は
何
か
を

し
つ
か
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り

彼
ら
は
伝
統
舞
踊
の
持
つ
本
質
的
な
「
可
塑
性
」
に
つ
い
て
寛
容

な
態
度
を
示
し
て
お
り
、
重
要
な
の
は
そ
の
「
精
神
」
の
方
だ
と

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
映
写
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
舞
距
學
院
で
最
初
の
舞
踊
教
育
を
受
け
た
林
文
中

が
、
彼
ら
の
伝
統
舞
踊
に
対
す
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
今
も
南
管

と
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

お
そ
ら
く
第
五
場
ま
で
が
前
半
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
六

場
以
降
は
基
本
的
に
ダ
ン
ス
を
本
格
的
に
見
せ
て
行
く
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
に
は
タ
イ
ト
ル
と
簡
単
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
い
て
い

る
。
そ
の
第
六
場
は
「
昆
」
と
名
付
け
ら
れ
、
「
古
代
と
現
代
の
感

情
は
古
い
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
も
の
な
の
か
、
南
管

の
振
付
け
と
ポ
ッ
プ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
結
び
つ
け
る
と
何
が
生

ま
れ
る
の
か
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
示
さ
れ
る
。
五
名
の
ダ

ン
サ
ー
た
ち
が
、
二
本
の
棒
を
運
び
な
が
ら
舞
台
に
登
場
し
て
、

音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
る
が
、
そ
の
音
楽
は
南
管
で
は
な
く
、
台
湾

の
女
性
シ
ン
ガ
ー
の
歌
う
「
D
e
a
r
F
r
i
e
n
d
」
と
い
う
台
湾
で
は
誰
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(15) 

も
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
大
流
行
し
た
曲
で
あ
る
。

第
七
場
の
タ
イ
ト
ル
は
「
我
」
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
「
こ
れ
は

南
管
を
学
ん
で
い
る
私
た
ち
の
日
記
、
で
も
私
た
ち
と
は
誰
？
」

と
あ
り
、
使
わ
れ
る
音
楽
は
南
管
の
『
鮫
叫
』
と
打
楽
器
曲
「
四

塊
演
奏
』
で
あ
る
。
棒
が
一
本
舞
台
縁
に
立
て
ら
れ
て
あ
り
、
ニ

人
の
ダ
ン
サ
ー
が
協
調
し
え
な
い
身
体
の
結
び
つ
き
で
相
互
に
コ

ン
タ
ク
ト
し
な
が
ら
歪
な
身
体
の
関
係
を
作
っ
て
い
く
。
そ
の
後

二
人
の
ダ
ン
サ
ー
が
加
わ
り
、
同
じ
く
四
人
の
身
体
的
な
コ
ン
タ

ク
ト
で
形
象
を
創
作
し
な
が
ら
歪
み
の
あ
る
身
体
関
係
を
同
様
に

構
築
し
、
結
び
つ
き
得
な
い
「
私
た
ち
」
を
表
象
し
て
い
る
か
に

見
え
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
梨
園
戯
の
指
使
い
も
歩
行
の
形
式
も

遵
守
さ
れ
な
い
。

第
八
場
は
「
情
」
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
「
私
の
愛
に
つ
い
て
思
い
、

夢
み
、
焦
が
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
南
管
は
男
が
作
っ
た
音
楽
な

の
に
、
い
つ
も
女
の
感
情
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
あ
り
、

一
人
の
奏
者
が
舞
台
前
方
で
正
座
し
て
南
管
の
曲
『
魚
況
雁
杏
」

を
歌
い
、
ダ
ン
サ
ー
四
人
が
、
二
人
ず
つ
ペ
ア
に
な
り
二
人
羽
織

よ
ろ
し
く
、
相
手
ダ
ン
サ
ー
を
動
か
し
て
行
く
。
第
九
場
は
「
余
剰
」
。

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
「
誰
も
が
人
生
を
無
駄
に
す
る
な
と
忠
告
し

て
く
れ
る
が
、
た
と
え
人
生
の
一
部
が
無
駄
で
、
役
に
立
た
ず
、

不
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
あ
り
、
曲
は

打
楽
器
の
南
鼓
演
奏
の
み
で
曲
想
は
な
く
、
リ
ズ
ム
だ
け
で
五
人

『小南管』より

の
ダ
ン
サ
ー
が
舞
台
上
に
立
て
ら
れ
た
棒
を
使
っ
て
踊
っ
て
行
く
。

最
終
場
の
第
一

0
場
は
「
唱
」
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
は
「
私
た
ち
の

身
体
を
歌
え
。
私
た
ち
の
気
を
、
私
た
ち
の
感
情
を
、
そ
し
て
私

た
ち
の
劇
を
」
と
あ
り
、
舞
台
中
央
に
立
て
ら
れ
た
棒
に
マ
イ
ク

66 



を
付
け
、
一
人
ず
つ
全
員
が
中
央
に
出
て
来
て
南
管
の
曲
『
風
打
梨
』

を
歌
っ
て
行
く
。
こ
の
歌
は
第
一
二
場
で
ダ
ン
サ
ー
た
ち
に
南
管
の

説
明
を
し
た
時
に
使
っ
た
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
『
小
南
管
」
を
通
し
て
み
る
と
、
お
そ
ら
く

作
品
の
前
半
部
分
に
そ
の
考
え
方
が
端
的
に
読
み
取
れ
る
。
舞
踊

団
の
ダ
ン
サ
ー
本
人
た
ち
へ
の
、
南
管
の
説
明
場
面
を
舞
台
上
で

含
み
、
そ
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の
南
管
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

映
像
を
流
す
場
面
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

の
作
品
は
彼
ら
舞
踊
団
と
南
管
と
の
出
会
い
を
作
品
化
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
台
湾
で
舞
踊
作
品
に
南
管
を
使
う
こ
と
は
以
前

か
ら
見
ら
れ
、
例
え
ば
先
に
述
べ
た
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
の
『
レ

ガ
シ
ー
』
(
-
九
七
八
）
に
お
い
て
も
台
湾
性
を
描
く
モ
チ
ー
フ
の
一

つ
に
、
伴
奏
音
楽
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
林
懐
民
の
南
管
の
吸

収
か
ら
お
よ
そ
三

0
年
、
少
な
く
と
も
林
文
中
の
南
管
へ
の
向
き

合
い
方
は
、
林
懐
民
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
林
文
中
は
述

べ
て
い
る
。

「
『
南
管
』
は
台
湾
の
伝
統
的
な
音
楽
の
形
式
の
―
つ
で
あ
り
、

私
が
こ
の
形
式
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
南
管
音
楽
を
伴
奏
に
し

て
ダ
ン
ス
を
創
作
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
バ
ッ
ハ
の
音

楽
で
ダ
ン
ス
を
創
作
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
南
管
を
理
解

す
る
た
め
に
南
管
奏
者
と
演
者
の
グ
ル
ー
プ
を
招
き
、
共
同
作
業

を
始
め
た
。
創
作
の
過
程
で
、
私
の
関
心
は
徐
々
に
南
管
の
背
景

や
価
値
に
移
っ
て
行
っ
た
。
私
は
も
は
や
南
管
を
単
に
伴
奏
音
楽

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
出
来
ず
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
短
時
間

で
南
管
を
マ
ス
タ
ー
し
、
共
同
作
業
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
感

じ
た
。
こ
の
衝
突
が
『
小
南
管
」
を
創
作
す
る
目
的
を
再
考
さ
せ

(16) 

る
こ
と
と
な
っ
た
。
」
そ
の
後
、
南
管
奏
者
た
ち
と
リ
ハ
ー
サ
ル
を

繰
り
返
す
中
で
、
こ
の
作
品
の
ス
タ
イ
ル
が
決
定
し
て
い
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
は
「
伝
統
か
ら
私
た
ち
が
何
を
学
び
、
そ
の
哲
学
を

(17) 

ど
う
応
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
詩
的
な
旅
」
だ
っ
た
と
言
っ
て

い
る
。林

文
中
の
述
べ
る
「
そ
の
哲
学
を
ど
う
応
用
す
る
の
か
」
に
つ

い
て
の
解
答
は
「
小
南
管
』
の
中
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

少
な
く
と
も
、
一
九
七

0
年
代
の
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
の
南
管
の

扱
い
と
は
異
な
り
、
南
管
に
「
台
湾
意
識
」
を
無
原
則
に
読
み
取

る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
は
い
な
い
。
舞
踊
団
全
体
で
経
験
の
な

い
伝
統
文
化
に
向
き
合
う
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
で
、
し
か
し

敬
意
の
籠
っ
た
現
代
的
な
扱
い
は
、
お
そ
ら
く
観
客
に
と
っ
て
も

初
め
て
の
南
管
経
験
と
相
侯
っ
て
、
彼
ら
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
ヘ
の

ス
プ
リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
な
っ
た
。

続
く
「
小
南
管

II
』
（
以
下
「
IIj
と
表
記
）
は
、
二

0
一
三
年
に

『
小
南
管

II
」
と
そ
の
梗
概

67 



制
作
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
『
小
南
管
』
の
続
編
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
小
南
管
』
が
以
上
で
述
べ
た
南
管

と
の
「
出
会
い
」
を
作
品
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
II
」
は
、
そ

の
「
出
会
い
」
の
結
果
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
理
解
に
至
っ
た
の
か

を
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
予
測
で
き
る
。
結
果
的
に
『

II
』

で
は
、
『
小
南
管
」
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル
と
内
容
を
持
つ
作
品
と

な
っ
た
。
「
小
南
管
』
で
は
、
ち
ょ
う
ど
能
に
お
い
て
シ
テ
方
、
囃

子
方
、
地
謡
と
完
全
に
役
割
が
分
担
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
南
管

奏
者
と
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
完
全
に
独
立
し
て
い
た
が
、
『
II
」
で
は

両
者
は
役
割
を
分
け
て
は
お
ら
ず
、
共
に
演
奏
し
、
共
に
踊
る
。

南
管
音
楽
と
現
代
舞
踊
の
境
界
が
明
確
で
な
く
、
相
互
に
溶
け
合
っ

て
い
る
こ
と
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

舞
台
に
音
楽
奏
者
が
登
場
す
る
事
自
体
は
何
等
珍
し
く
な
い
。

例
え
ば
、
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
の
『
バ
ン
ブ
ー
・
ド
リ
ー
ム
』
（
ニ

0
0
-
）
で
は
、
旧
ソ
連
時
代
の
シ
ュ
ニ
ー
ト
ケ
や
ア
ル
ヴ
ォ
・
ペ

ル
ト
の
音
楽
と
と
も
に
中
国
音
楽
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

セ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
竹
林
に
加
え
て
、
ふ
ん
だ
ん
に
活
か
さ
れ
て

い
る
太
極
拳
や
伝
統
演
劇
の
身
振
り
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
的
色
彩
が

濃
厚
な
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
中
国
音
楽
は
尺
八
奏
者

の
舞
台
上
で
の
ソ
ロ
演
奏
に
よ
る
（
冒
頭
と
終
幕
の
み
登
場
）
が
、
そ

の
尺
八
奏
者
が
ダ
ン
ス
に
加
わ
る
事
は
な
い
。
そ
も
そ
も
林
懐
民

の
作
品
で
は
音
源
は
概
し
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
背
景
で
響

い
て
い
る
。

背
景
で
響
く
音
楽
（
い
わ
ゆ
る
「
オ
フ
」
の
音
楽
）
は
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
そ
の
音
源
は

記
録
さ
れ
た
媒
体
の
再
生
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
、
そ
れ
が
舞
台
上

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の

逆
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
背
景
の
音
楽
は
舞
台
の
バ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
対
し
て
支
配
的
に
働
く
。
む
ろ
ん
二

0
世
紀
以
降
は
、
抽

象
音
楽
が
し
ば
し
ば
舞
台
音
楽
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

比
較
的
自
由
な
関
係
を
切
り
結
ぶ
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
林

懐
民
の
作
品
で
も
、
抽
象
音
楽
は
好
ん
で
活
用
さ
れ
て
お
り
、
例

(18) 

え
ば
「
カ
ー
シ
ブ
三
部
作
」
の
第
二
作
目
の
『
カ
ー
シ
ブ

II
』
（
ニ

0
0
三
）
で
は
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
の
音
楽
の
み
が
伴
奏
音
楽
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
作
品
自
体
は
、
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ

う
に
漢
字
の
書
道
、
特
に
草
書
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ア
ジ
ア
文
化

が
主
題
で
あ
り
、
ダ
ン
サ
ー
た
ち
も
草
書
体
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

文
字
と
し
て
踊
り
、
舞
台
背
景
に
も
毛
筆
の
築
致
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
書
道
」
の
主
題
に
対
し
て
ケ
ー
ジ
の
音
楽
は
、

批
評
的
に
働
く
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
草
書
体
の
静
な
る
動
と
で

も
い
う
べ
き
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
よ
く
同
化
し
て
、
モ
チ
ー
フ
の
抽

象
性
を
補
完
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
ダ
ン
ス
と
ケ
ー
ジ
の
同
化
は
、

モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
テ
ー
マ
の
一
っ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
い
わ
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ゆ
る
「
音
楽
の
視
覚
化
」
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
イ
サ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
に
始
ま
る
音
楽
の
視
覚

化
は
、
音
楽
（
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ョ
パ
ン
）
か
ら
喚
起
さ
れ
る
感
情

を
、
規
則
性
の
無
い
、
「
自
由
な
」
ダ
ン
ス
で
同
化
し
て
い
く
が
、

林
懐
民
の
場
合
、
こ
の
ケ
ー
ジ
の
音
楽
と
ク
ラ
ウ
ド
・
ゲ
イ
ト
の

ダ
ン
ス
の
疑
い
よ
う
の
な
い
同
化
は
、
草
害
体
を
モ
チ
ー
フ
に
す

る
ダ
ン
ス
が
ケ
ー
ジ
の
音
楽
か
ら
着
想
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
林

懐
民
の
七

0
年
代
以
降
の
一
貫
し
た
ア
ジ
ア
的
主
題
の
探
求
の
中

か
ら
見
出
だ
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
経
歴
は

も
と
よ
り
、
こ
の
三
部
作
の
他
の
二
作
品
が
必
ず
し
も
西
欧
抽
象

音
楽
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
そ
れ
が
、
ケ
ー
ジ
の
音
楽
に
つ
い
て
の
議
論
に
ま
で
、
例
え

ば
そ
の
東
洋
哲
学
と
の
影
響
関
係
に
ま
で
想
起
さ
せ
に
く
い
の
は
、

ケ
ー
ジ
の
音
楽
が
舞
台
上
で
演
奏
さ
れ
る
生
の
音
楽
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
単
に
背
景
音
（
オ
フ
）
と
し
て
し
か
関
わ
っ
て
い
な
い
た

め
、
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
も
提
示
す
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
で

あ
る
。と

こ
ろ
が
、
林
文
中
の
場
合
、
南
管
音
楽
の
奏
者
は
舞
台
上
に

堡
場
人
物
と
し
て
姿
を
現
す
。
姿
を
現
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
自

ら
ダ
ン
サ
ー
と
共
に
踊
り
、
演
技
も
す
る
。
こ
の
点
で
奏
者
た
ち
は
、

舞
台
の
ダ
ン
ス
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
破
壊
し
な
い
ば
か
り
で
は

な
く
、
そ
の
「
物
語
」
世
界
の
一
部
と
化
し
て
い
る
。
林
懐
民
『
バ

ン
ブ
ー
・
ド
リ
ー
ム
j

の
尺
八
奏
者
の
よ
う
に
舞
台
上
で
演
奏
す

る
こ
と
で
、
音
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
感
知
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
舞

踊
の
物
語
世
界
全
体
に
内
在
的
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
こ

で
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
示
し
、
ど
の
よ
う
な
「
物
語
」
世
界
を

開
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
ま

ず
以
下
で
は
、
『
II
』
全
体
の
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
を
簡
単
に
示

し
た
い
。

(19) 

「
II
』
は
、
全
体
で
一

0
場
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
場
は
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
で
「
ス
ロ
ー
・
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
」
と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
。
嵐
を
想
起
さ
せ
る
合
成
音
の
中
で
、
ダ
ン
サ
ー
と
奏
者
が

八
人
舞
台
上
に
倒
れ
て
い
る
。
南
管
の
二
弦
と
三
弦
、
琴
、
尺
八

が
使
用
さ
れ
る
。
徐
々
に
鳴
り
始
め
る
そ
れ
ら
の
楽
器
で
南
管
の

旋
律
の
一
っ
で
あ
る
『
棉
搭
架
」
が
始
ま
る
。
あ
た
か
も
廃
墟
か

ら
立
ち
上
が
る
よ
う
に
ダ
ン
サ
ー
奏
者
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

下
手
奥
に
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
が
一
台
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
第
二
場

「
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
教
会
」
。
泉
州
古
語
に
よ
る
『
梧
桐
葉
落
」
が

演
奏
さ
れ
、
夫
と
離
れ
て
し
ま
っ
た
妻
が
独
り
寝
の
寂
し
さ
を
歌

う
。
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
椅
子
に
坐
り
、
音
楽
に
合
わ
せ

て
体
を
動
か
す
。
音
楽
が
終
わ
る
と
、
一
人
が
椅
子
に
立
ち
、
現

(20) 

代
中
国
語
で
「
同
性
愛
者
は
燃
や
せ
ー
・
」
と
叫
ぶ
。
再
度
「
燃
や
せ
」

と
叫
ぶ
と
同
時
に
、
一
人
が
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
始
め
る
。

第
三
場
「
多
元
化
家
庭
法
案
」
。
「
南
管
で
同
性
婚
法
案
に
つ
い
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(21) 

て
論
じ
る
」
と
副
題
が
あ
り
、
梨
園
戯
『
朱
文
走
鬼
』
を
翻
案
し

た
場
面
が
演
じ
ら
れ
る
。
朱
文
（
人
間
）
と
一
粒
金
（
幽
霊
）
と
の
二

人
の
対
話
の
場
面
で
、
若
者
二
人
が
夜
を
過
ご
す
と
疑
わ
れ
る
の

で
、
結
婚
す
る
し
か
な
い
と
歌
う
。
演
技
は
梨
園
戯
の
ス
タ
イ
ル

を
引
用
し
、
歌
と
台
詞
は
泉
州
古
語
で
あ
る
。
南
管
の
曲
名
を
使

う
言
葉
遊
び
で
変
わ
ら
ぬ
愛
を
誓
い
合
う
。
再
び
、
梨
園
戯
『
招

商
店
」
の
曲
を
歌
う
。
二
人
の
愛
を
語
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
ま

た
南
管
の
曲
名
を
泉
州
晶
と
台
湾
品
を
混
用
し
て
の
言
葉
遊
び
で

恋
人
を
一
途
に
想
う
切
な
い
心
情
が
語
ら
れ
る
が
、
現
代
語
の
介

入
（
「
パ
ス
ワ
ー
ド
が
違
い
ま
す
」
）
に
よ
り
、
そ
の
心
情
が
相
対
化
さ

れ
る
。第

四
場
は
「
幕
間
、
家
族
の
対
話
」
。
七
人
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が

集
ま
り
、
家
族
と
な
り
、
皆
で
結
婚
論
を
交
わ
す
。
結
婚
し
た
＜

な
る
人
が
現
れ
る
ま
で
結
婚
し
な
い
の
が
い
い
の
か
、
昔
の
よ
う

に
お
見
合
い
で
人
柄
も
知
ら
ず
に
結
婚
す
る
の
が
い
い
の
か
。
い

い
人
は
ど
ん
な
人
か
な
ど
と
話
し
合
う
。
そ
の
後
「
エ
尺
譜
」
と

い
う
伝
統
的
な
音
階
で
歌
う
。

第
五
場
「
愛
を
探
す
」
。
梨
固
戯
『
高
文
挙
』
の
曲
「
夫
為
巧
名
」

を
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
歌
う
。
言
葉
は
古
い
泉
州
語
。
科
挙
の
試
験
の

た
め
に
都
に
行
っ
た
夫
は
試
験
に
合
格
し
て
も
戻
ら
な
い
、
浮
気

者
の
夫
を
持
っ
た
妻
の
苦
し
み
を
歌
う
。

第
六
場
は
「
打
楽
器
と
尺
八
の
幕
間
」
。
打
楽
器
と
尺
八
の
二
人

「小南管II」より

を
除
く
六
人
が
踊
り
集
ま
り
、
尺
八
奏
者
が
あ
た
か
も
ハ
ー
メ
ル

ン
の
笛
吹
き
男
の
よ
う
に
ダ
ン
サ
ー
た
ち
を
引
き
連
れ
て
舞
台
上

を
歩
い
て
行
く
。
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
再
び
離
れ
て
行
き
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ペ
ア
を
探
し
始
め
る
。

70 



第
七
場
「
愛
を
待
っ
、
夏
夜
晩
風
」
。
現
代
台
湾
の
人
気
ロ
ッ
ク

歌
手
伍
伯
の
歌
う
ラ
ブ
ソ
ン
グ
「
夏
夜
晩
風
』
を
ピ
ア
ノ
伴
奏
で

ダ
ン
サ
ー
＝
一
人
が
歌
う
。
歌
の
歌
詞
は
男
が
女
の
愛
を
待
ち
わ
び

る
片
想
い
の
内
容
だ
が
、
合
わ
せ
て
踊
ら
れ
る
内
容
は
、
三
組
の

ペ
ア
で
男
が
女
に
馬
乗
り
に
な
っ
て
男
尊
女
卑
を
思
わ
せ
る
場
面

の
後
、
女
が
男
を
求
め
る
ペ
ア
、
一
人
の
男
を
二
人
の
女
が
奪
い

合
う
ペ
ア
、
最
終
的
に
男
と
の
同
性
愛
を
果
た
す
男
な
ど
の
、
様
々

な
形
が
黙
劇
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
、
他
の
ペ
ア
の
愛
は
成
就
せ
ず

に
舞
台
上
に
倒
れ
込
む
。
ペ
ア
と
な
っ
た
男
二
人
の
コ
ン
タ
ク
ト
・

イ
ン
プ
ロ
ビ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
場
面
へ
の
推
移
の
後
、
次
の
場

に
進
む
。

第
八
場
「
チ
ャ
ル
メ
ラ
と
。
ヒ
ア
ノ
の
幕
間
」
。
チ
ャ
ル
メ
ラ
の
ソ

口
に
合
わ
せ
て
、
八
人
が
ペ
ア
を
組
ん
で
、
カ
ッ
プ
ル
の
諄
い
を

演
じ
る
。
そ
の
後
ビ
ア
ノ
と
打
楽
器
、
チ
ャ
ル
メ
ラ
で
ダ
ン
サ
ー

た
ち
が
踊
る
。

第
九
場
「
重
荷
」
。
尺
八
、
三
弦
、
打
楽
器
、
ピ
ア
ノ
に
よ
る
歌

T
慰

謝
公
主
』
を
歌
う
。
こ
れ
は
梨
園
戯
『
朱
弁
」
か
ら
の
曲
で
、
泉

州
古
語
を
使
う
。
愛
す
る
皇
女
か
ら
別
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い

朱
弁
と
い
う
人
物
の
、
皇
女
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
歌
う
が
、
皇

女
は
こ
の
一
六
年
間
の
想
い
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
、
次
に
会
え

る
の
は
夢
の
中
だ
け
だ
ろ
う
と
嘆
く
。
四
人
の
ダ
ン
サ
ー
は
ペ
ア

を
探
し
て
踊
り
、
一
組
の
ペ
ア
を
椅
子
の
下
敷
き
に
し
て
し
ま
う
。

『II
』
で
顕
著
な
特
徴
は
、
南
管
音
楽
ば
か
り
で
は
な
く
、
梨
園

戯
の
一
部
を
演
じ
、
そ
の
歌
を
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
歌
う
こ
と
に
あ

る
。
結
果
的
に
作
品
全
体
に
占
め
る
「
言
葉
」
の
比
率
が
高
く
な
り
、

ダ
ン
ス
部
分
が
物
足
り
な
い
と
い
う
批
評
を
台
湾
の
初
演
で
は
受

け
て
い
る
。
作
品
全
一

0
場
の
中
で
、
七
つ
の
場
で
梨
園
戯
か
ら

の
一
部
や
そ
の
曲
を
泉
州
古
語
の
ま
ま
で
歌
い
、
台
詞
を
通
し
て

演
じ
る
こ
の
作
品
は
、
舞
踊
作
品
と
い
う
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
演
劇

作
品
に
近
い
。

作
品
全
体
と
し
て
は
、
冒
頭
の
壊
滅
し
た
都
市
を
連
想
さ
せ
る

一
種
の
「
廃
墟
」
か
ら
南
管
の
音
と
共
に
人
々
が
立
ち
上
が
り
、

四 そ
し
て
第
一

0
場
「
ス
ロ
ー
ダ
ン
ス
、
落
」
。
ピ
ア
ノ
の
即
興
演
奏
、

そ
れ
を
静
か
に
聞
い
て
い
る
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
闇
か
ら
浮
か
び
上

が
る
。
即
興
演
奏
が
終
わ
る
と
、
梨
園
戯
『
留
軽
記
』
か
ら
の
曲
T
嘲

想
暗
猜
』
を
泉
州
古
語
に
よ
り
歌
う
。
恋
人
を
想
う
女
の
切
々
と

し
た
気
持
ち
、
早
く
あ
な
た
と
結
ば
れ
た
い
と
い
う
想
い
が
ソ
ロ

で
歌
わ
れ
る
。
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
、
女
同
士
の
同
性
の
カ
ッ
プ
ル

が
二
組
、
男
同
士
の
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
が
一
組
、
異
性
に
よ
る
カ
ッ

プ
ル
が
一
組
、
そ
れ
ぞ
れ
ペ
ア
に
な
り
、
踊
り
始
め
る
。
歌
が
終

わ
る
と
カ
ッ
プ
ル
は
舞
台
上
で
―
つ
に
な
り
、
幕
と
な
る
。

「
梨
園
戯
」

の
臨
在
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南
管
と
梨
園
戯
の
楽
し
み
に
つ
ら
れ
て
、
古
今
の
愛
の
様
々
な
形

を
演
じ
進
め
る
う
ち
に
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
の
対
象
に
遭
遇

し
、
集
団
的
な
、
主
客
の
境
界
の
な
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
世
界

と
で
も
言
え
る
カ
オ
ス
の
中
に
沈
み
込
ん
で
行
く
、
「
愛
の
国
」
の

成
就
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
と
読
む
事
が
出
来
る
。
初
演
で
は
、

こ
れ
ら
の
登
場
人
物
の
一
人
を
演
じ
る
林
文
中
本
人
が
、
こ
の
カ

オ
ス
の
中
か
ら
一
人
全
裸
に
な
っ
て
舞
台
背
後
へ
と
退
場
し
て
い

く
場
面
で
作
品
を
終
え
て
い
る
。
今
回
の
日
本
公
演
で
は
そ
の
場

面
が
な
く
、
初
演
に
あ
っ
た
外
部
の
世
界
へ
の
旅
立
ち
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
消
え
去
り
、
カ
オ
チ
ッ
ク
な
世
界
の
成
就
で
作
品
を
閉

じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
中
で
、
南
管
と
梨
園
戯
の
果

た
す
役
割
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
故
、
こ
の
テ
ー
マ
を

作
品
化
す
る
時
に
南
管
と
梨
園
戯
を
活
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
『
Il
』
の
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
中
、
傍
線
を
引
い
た

部
分
は
南
管
も
し
く
は
梨
園
戯
か
ら
の
引
用
の
典
拠
を
示
し
て
い

る
。
梨
園
戯
か
ら
の
引
用
は
、
『
朱
文
走
鬼
』
『
招
商
店
」
『
高
文
挙
」

『
主
弁
』
『
留
軽
記
』
の
五
作
品
か
ら
行
わ
れ
、
そ
の
中
か
ら
「
梧

桐
葉
落
」
「
夫
為
巧
名
」
「
感
謝
公
主
」
「
暗
想
暗
猜
」
の
四
曲
が
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
曲
は
ど
れ
も
泉
州
古
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
台
湾
語
や
現
代
語
が
さ
ら
に
混
じ
っ
て
行
く
。
む
ろ
ん

そ
れ
ぞ
れ
は
全
曲
を
演
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ご
く
一
部
で
あ

例
え
ば
、
第
三
場
で
演
じ
ら
れ
る
「
朱
文
走
鬼
」
は
、
貧
し
い

害
生
朱
文
が
宿
泊
先
の
宿
で
、
蝋
燭
の
明
か
り
を
借
り
に
来
た
娘

一
粒
金
と
一
夜
を
過
ご
す
う
ち
に
、
二
人
は
恋
に
落
ち
る
。
愛
の

証
に
一
粒
金
が
朱
文
に
渡
す
財
布
を
、
朱
文
の
宿
泊
す
る
宿
屋
夫

妻
が
そ
れ
を
見
つ
け
る
事
に
な
り
、
以
前
虐
待
し
て
殺
し
た
自
分

た
ち
の
娘
の
遺
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
三
人
は
、
一
粒
金

が
幽
霊
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
朱
文
は
宿
か
ら
逃
亡
す
る
が
、
一

粒
金
が
現
れ
て
一
夜
を
過
ご
し
た
愛
の
誓
い
を
守
る
こ
と
を
迫
り
、

朱
文
と
と
も
に
去
っ
て
行
く
と
い
う
話
で
あ
る
。
上
演
に
引
用
さ

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
長
い
物
語
の
最
終
部
の
、
一
粒
金
が
逃
げ

出
し
た
朱
文
の
前
に
現
れ
て
、
一
夜
を
過
ご
し
た
証
を
迫
る
そ
の

場
面
で
あ
る
。
林
文
中
に
よ
る
『
IIj
第
三
場
で
歌
わ
れ
る
歌
で
は
、

幽
霊
と
人
間
で
も
一
夜
を
共
に
す
れ
ば
関
係
を
疑
わ
れ
る
の
で
結

婚
す
る
し
か
無
い
、
ま
し
て
や
人
間
で
は
な
お
さ
ら
だ
が
、
女
同

士
で
は
結
ば
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
と
問
う
。
仲
人
に
な
る

人
が
い
な
け
れ
ば
そ
れ
は
出
来
な
い
の
で
無
理
だ
と
答
え
る
。
で

は
こ
の
大
き
な
木
を
仲
人
に
立
て
よ
う
と
い
う
と
、
そ
れ
は
現
代

の
台
湾
で
話
題
に
な
っ
た
同
性
婚
反
対
論
者
で
あ
る
か
ら
無
理
だ

と
い
う
。
つ
ま
り
原
典
の
梨
園
戯
で
語
ら
れ
る
の
は
、
一
種
の
亡

霊
諜
で
あ
り
、
ど
こ
と
な
く
ユ
ー
モ
ア
す
ら
あ
る
話
を
、
現
代
の

同
性
婚
の
問
題
に
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
梨
園
戯
の

る。
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内
容
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
現
代
の
テ
ー
マ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
行

く
が
、
形
式
は
梨
園
戯
の
そ
れ
を
遵
守
し
、
歩
行
と
指
使
い
、
仕

草
な
ど
は
梨
園
戯
の
様
式
に
依
る
。
こ
こ
で
こ
の
梨
園
戯
の
様
式

は
、
『
朱
文
走
鬼
」
の
物
語
全
体
の
舞
台
へ
の
臨
在
を
感
知
さ
せ
る

と
同
時
に
、
そ
の
存
在
を
物
語
背
景
に
引
き
寄
せ
る
一
種
の
換
喩

的
機
能
を
果
た
す
。
換
喩
と
は
全
体
の
あ
る
一
部
分
だ
け
を
示
す

こ
と
で
、
そ
の
全
体
を
感
知
さ
せ
る
修
辞
法
の
―
つ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
場
面
が
実
際
の
梨
園
戯
の
ふ
た
り
芝
居
の
様
式
（
指

使
い
と
歩
行
法
）
に
則
っ
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
が
一

層
強
調
さ
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
梨
園
戯
の
世
界
全
体
を
換
喩
的

に
で
も
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
ど
ん

な
意
味
を
作
品
に
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
同
じ
第
三
場
で
は
、
こ
の
直
後
に
梨
園
戯
の
曲
名
を
使
っ

た
言
葉
遊
び
で
物
語
世
界
の
一
部
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
コ
烈
諏

千
里
』
（
縁
が
あ
れ
ば
、
千
里
離
れ
て
い
て
も
巡
り
あ
い
）
、
『
看
牡
丹
」
（
牡

丹
を
愛
で
）
、
『
年
深
月
久
」
（
ど
れ
だ
け
月
日
が
経
っ
て
も
）
、
『
共
君
結
託
』

（
移
ろ
わ
な
い
よ
う
）
、
誓
い
合
う
。
そ
の
後
再
び
南
管
の
歌
の
後
、
再

度
、
梨
園
戯
の
曲
名
と
現
代
語
と
の
や
り
取
り
で
次
の
よ
う
に
続

く
。
「
も
し
あ
な
た
の
身
の
上
に
何
か
起
こ
っ
た
と
思
う
と
（
現
代

語
）
」
『
推
枕
著
衣
』
（
寝
る
事
も
出
来
ず
）
、
『
為
汝
割
吊
』
（
内
蔵
が
糸
に

吊
ら
れ
る
よ
う
に
）
、
辛
い
と
嘆
く
。
「
私
の
身
に
何
か
あ
れ
ば
、
あ
な

た
に
財
産
も
葬
式
も
す
べ
て
お
任
せ
す
る
（
現
代
語
）
」
と
答
え
る
が
、

「
パ
ス
ワ
ー
ド
が
違
い
ま
す
（
現
代
語
）
」
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
入
り
、

そ
の
心
情
は
現
代
生
活
の
煩
雑
さ
で
椰
楡
さ
れ
る
。
更
に
二
人
は

古
語
で
「
義
姉
妹
の
契
り
を
結
ん
で
助
け
合
っ
て
生
き
て
行
き
ま

t
i」
と
い
う
が
、
現
代
の
泉
州
語
と
台
湾
語
で
「
最
初
か
ら

結
婚
さ
せ
な
い
方
が
道
徳
的
な
の
か
、
離
婚
を
禁
ず
る
方
が
道
徳

的
な
の
か
」
と
問
い
か
け
が
あ
り
、
そ
れ
に
答
え
て
再
び
古
語
に

戻
り
「
心
変
わ
り
な
ど
し
な
い
、
唐
小
豆
の
枝
の
よ
う
に
相
思
相

愛
に
な
っ
て
絡
み
合
う
」
と
歌
う
。
つ
ま
り
「
II
』
で
は
、
梨
園

戯
の
曲
名
を
そ
の
表
層
の
意
味
合
い
だ
け
を
借
用
し
て
、
「
台
詞
」

へ
と
転
用
す
る
と
い
う
手
法
で
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
梨
園
戯
を
「
格

下
げ
」
し
つ
つ
現
代
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
現
代

語
の
台
詞
は
、
古
語
で
語
ら
れ
る
古
い
伝
統
的
な
男
女
関
係
の
価

値
観
に
対
し
て
水
を
差
し
、
疑
問
符
を
投
げ
か
け
、
そ
の
世
界
を

宙
づ
り
に
し
て
い
る
。

こ
れ
は
例
え
ば
第
五
場
の
「
愛
を
探
す
」
で
も
同
様
な
機
能
を

果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
梨
園
戯
『
高

文
挙
』
の
物
語
は
、
高
文
挙
と
い
う
聡
明
な
学
者
が
田
舎
の
出
自

で
あ
っ
た
が
、
都
に
出
て
、
科
挙
の
試
験
に
合
格
し
、
高
級
官
僚

の
道
を
約
束
さ
れ
る
。
そ
こ
で
彼
は
妻
の
王
玉
真
に
手
紙
を
書
き
、

都
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
首
相
に
よ
っ
て
そ
の
手
紙

は
離
婚
を
求
め
る
偽
物
の
手
紙
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
首

相
は
自
分
の
娘
と
高
文
挙
と
む
り
や
り
結
婚
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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高
文
挙
の
妻
が
都
に
夫
を
探
し
に
来
て
み
る
が
、
首
相
の
娘
に
よ
っ

て
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
最
終
的
に
は
夫
と
会
う
こ
と
を
果
た

し
、
裁
判
官
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
、
最
後
に
は
夫
と
元
通
り
の
生

(23) 

活
を
取
り
戻
す
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

「
II
』
の
第
五
場
「
愛
を
探
す
」
で
ピ
ア
ノ
伴
奏
に
合
わ
せ
て
歌

わ
れ
る
歌
『
夫
為
功
名
』
は
、
「
高
文
挙
」
に
お
い
て
は
第
一
二
場
、

夫
高
文
挙
が
科
挙
の
試
験
に
合
格
し
た
も
の
の
、
連
絡
が
来
な
い

の
で
妻
の
王
玉
真
が
都
へ
伺
か
う
旅
の
途
中
で
歌
う
嘆
き
の
歌
で
、

ど
う
し
て
こ
ん
な
浮
気
な
夫
と
一
緒
に
な
っ
た
の
か
、
早
く
都
に

着
き
た
い
が
纏
足
ゆ
え
に
歩
き
に
く
い
と
い
う
苛
立
つ
気
持
ち
を

歌
う
。
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
、
ゆ
っ
く
り
と
互
い
に
繋
が
っ
た
り
離

れ
た
り
し
な
が
ら
人
間
関
係
の
断
片
を
部
分
的
に
描
い
て
い
く
。

連
続
的
に
次
の
場
に
な
り
、
尺
八
を
ソ
ロ
で
吹
く
男
に
引
き
つ
ら

れ
て
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
ま
る
で
扇
動
者
に
付
き
従
う
か
の
よ
う
に

群
衆
と
化
し
て
行
く
。

従
っ
て
、
『
夫
為
功
名
」
で
は
浮
気
者
の
夫
を
嘆
き
つ
つ
想
う
妻

の
心
情
が
語
ら
れ
る
が
、
原
典
で
は
こ
の
妻
の
心
情
は
偽
り
の
手

紙
を
信
じ
た
た
め
の
疑
心
で
あ
る
。
「
愛
を
探
す
」
妻
の
切
々
と
し

た
心
情
が
描
写
さ
れ
る
こ
の
場
の
感
情
は
、
実
は
誤
っ
た
根
拠
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
劇
的
ア

イ
ロ
ニ
ー
」
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
直
前
の
場
で
あ
る
第
四
場
「
幕
間
、

家
族
の
対
話
」
で
の
結
婚
願
望
や
現
実
的
な
結
婚
に
つ
い
て
の
身

近
な
会
話
を
交
わ
す
家
族
の
描
写
の
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
こ
で
も
梨
園
戯
の
登
場
人
物
の
王
玉
真
の
真
摯
な
気
持
ち
は
、

一
且
宙
づ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
梨
園
戯
の
振
付
を
せ
ず
、

モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
文
法
に
よ
っ
て
こ
の
場
を
踊
る
ダ
ン
サ
ー
た
ち

の
動
き
に
よ
っ
て
も
、
多
分
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
第
九
場
「
重
荷
」
で
は
梨
園
戯
「
朱
弁
』
の
中
か
ら
「
感

謝
公
主
」
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
晋
国
へ
の
大
使
と
し

て
赴
く
宋
国
の
朱
弁
が
、
晋
の
首
相
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
朱
弁
は
そ
の
首
相
の
養
女
と
結
婚
す
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
養
女
雪
花
と
は
隣
国
の
皇
女
だ
っ
た
た
め
に
、

朱
弁
は
実
質
的
に
は
夫
婦
生
活
を
せ
ず
、
形
式
的
に
の
み
結
婚
す

る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
一
六
年
の
生
活
の
後
に
、
今
度
は
晋
の
王

子
が
宋
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
朱
弁
は
よ
う
や
く
晋

か
ら
解
放
さ
れ
る
が
、
宋
に
戻
る
前
に
、
朱
弁
と
雪
花
は
こ
の
一

六
年
間
の
「
結
婚
」
生
活
の
間
に
培
っ
た
真
の
友
情
ゆ
え
に
、
そ

の
別
れ
を
惜
し
む
ば
か
り
か
、
雪
花
は
実
は
朱
弁
と
現
実
的
に
も

(24) 

結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
告
げ
る
。
『
感
謝
公
主
」
は
、

全
体
で
一
―
場
あ
る
『
朱
弁
』
の
最
終
場
に
近
い
第
一

0
場
の
二

人
の
別
れ
の
場
面
で
歌
わ
れ
る
歌
で
、
こ
の
劇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
で
も
あ
る
。

林
文
中
に
よ
る
『
II
」
で
は
、
こ
の
場
は
「
重
荷
」
と
題
さ
れ

て
お
り
、
名
ば
か
り
の
形
式
上
の
夫
婦
と
し
て
過
ご
し
た
一
六
年
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間
を
超
え
て
、
本
当
の
夫
婦
に
な
り
た
か
っ
た
と
い
う
雪
花
の
想

い
を
告
げ
る
こ
の
歌
の
最
中
に
、
舞
台
上
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
は
、

ま
る
で
機
械
仕
掛
け
の
人
形
振
り
で
、
一
人
の
男
に
三
人
の
女
と

も
う
一
人
の
男
が
奪
い
合
い
、
絡
ん
で
い
く
。
一
人
の
男
は
最
終

的
に
一
人
の
女
を
選
び
、
二
人
し
て
他
の
二
人
の
女
の
屍
を
踏
み

越
え
て
進
も
う
と
す
る
が
、
そ
の
二
人
は
こ
れ
ら
の
屍
た
る
三
人

が
椅
子
三
脚
を
使
っ
て
下
敷
き
に
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
ダ
ン
ス
は
梨
園
戯
『
朱
弁
」
の
『
感
謝
公
主
」
の
歌
の
内
容
に

対
し
て
、
そ
れ
を
な
ぞ
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
喚
起
さ
れ
る
感
情

を
強
調
す
る
の
で
も
な
く
、
一
人
の
人
間
を
選
ぶ
こ
と
の
重
さ
と

そ
の
先
の
人
生
の
重
荷
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
現
実
が
描
か
れ
て
行

く
。
こ
こ
で
ダ
ン
ス
は
、
歌
の
描
く
甘
い
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
壊
し
、

現
実
の
難
し
さ
を
描
く
こ
と
で
、
歌
に
対
す
る
批
評
性
を
発
揮
し

て
い
る
。

作
品
の
中
の
ダ
ン
ス
は
、
一
見
南
管
音
楽
と
同
化
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
全
体
に
緩
や
か
な
音
調
と
同
調
す
る
よ
う
に
ダ
ン

サ
ー
た
ち
の
動
き
も
緩
慢
で
あ
り
、
何
等
か
の
鋭
敏
な
動
き
に
よ
っ

て
舞
台
の
空
間
が
切
り
裂
か
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
南
管
が

流
れ
て
い
る
間
に
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
南
管
奏

者
が
演
奏
し
な
が
ら
他
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
と
共
に
踊
り
、
ダ
ン
サ
ー

に
も
南
管
を
習
得
し
て
い
る
者
が
い
て
、
両
者
が
舞
台
上
で
演
奏

し
な
が
ら
踊
る
と
い
う
舞
と
音
と
の
同
調
を
そ
も
そ
も
求
め
ら
れ

五

結

論

て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
相
対
化
し
、
異
化
し
て
い
る

の
は
、
こ
こ
で
は
要
所
に
使
わ
れ
る
現
代
語
の
台
詞
と
ダ
ン
ス
の

振
付
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
『
Il
』
で
は
、
南
管
の
伝
統
性
に

対
す
る
敬
意
を
表
現
す
る
と
同
時
に
そ
の
物
語
内
容
に
ア
イ
ロ

ニ
ー
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

林
文
中
舞
踊
団
に
よ
る
『
小
南
管
』
及
び
『
小
南
管
Il]
は、

台
湾
の
伝
統
芸
術
を
現
代
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
八

0
年
代

以
降
の
台
湾
現
代
舞
踊
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、

同
時
に
そ
れ
ら
に
は
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
面
を
持
つ
、
際
立
っ
て
実

験
的
な
作
品
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
と
り
わ
け
『
Il
』
に
お
い
て
ダ
ン
サ
ー
が
自
ら
南
管
を

歌
い
、
南
管
奏
者
も
ダ
ン
ス
に
参
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
作

で
あ
る
『
小
南
管
」
（
二
0
1
―
)
と
異
な
り
、
「
Il
』
で
は
こ
の
両

者
に
境
目
が
な
く
、
共
に
歌
い
、
か
つ
踊
る
。
ま
る
で
こ
の
作
品

で
南
管
音
楽
と
現
代
舞
踊
が
隔
て
な
く
溶
け
合
っ
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
南
管
奏
者
が
舞
踊
に
未
熟
で
あ
り
、
ダ

ン
サ
ー
が
南
管
音
楽
に
不
慣
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
例
え

ば
舞
踊
学
者
で
国
立
憂
北
藝
術
大
學
副
教
授
の
林
亜
婢
は
、
こ
の

作
品
に
つ
い
て
、
ユ
ー
ジ
ェ
ニ
オ
・
バ
ル
バ
の
実
験
と
比
較
さ
せ
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意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
南
管
や
梨
園
戯
の

技
術
に
つ
い
て
は
全
員
が
高
い
水
準
に
有
る
の
で
は
な
い
こ
と
を

認
め
て
い
紅
゜

こ
の
作
品
を
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
に
し
て
い
る
も
う
―
つ
の
理
由

は
、
舞
踊
作
品
に
し
て
は
言
葉
の
占
め
る
割
合
が
極
め
て
高
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
通
、
現
代
舞
踊
は
言
葉
を
持
た
ず
、
身
体

の
技
法
と
音
楽
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
歌
が

頻
繁
に
歌
わ
れ
、
ま
た
演
劇
の
よ
う
に
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
が
交
わ
さ

れ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
原
曲
や
劇
の
一
部
か
ら
取
ら
れ
て
い
る

も
の
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
点
で
原
曲
や
劇
を
換
喩
的
に
伝
え
て

お
り
、
こ
の
作
品
の
背
後
に
、
南
管
も
し
く
は
梨
園
戯
の
ジ
ャ
ン

ル
の
存
在
を
感
知
さ
せ
る
。
こ
の
作
品
は
結
果
的
に
南
管
を
現
代

化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
現
代
舞
踊
が
梨
園

戯
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
梨
園
戯
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
一
種
の
可

塑
性
の
層
の
も
と
で
理
解
さ
れ
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
梨
園
戯
の
泉
州
古
語
や
古
い
台
湾
語
と
共
に
、
し
ば

し
ば
現
代
口
語
を
も
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
梨
園
戯
を
使
い

な
が
ら
梨
園
戯
の
物
語
世
界
に
対
し
て
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
生
み
出
す

事
に
成
功
し
て
い
る
。
梨
園
戯
の
物
語
世
界
は
し
ば
し
ば
男
女
の

性
愛
へ
の
渇
望
や
、
愛
を
成
就
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
歌
う
が
、

そ
れ
ら
が
現
代
的
な
意
識
の
も
と
で
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
時
代
を
超
え
た
愛
の
様
々
な
形
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
真

の
自
由
さ
を
阻
害
す
る
諸
力
（
時
代
の
先
入
観
、
価
値
観
な
ど
）
に
対
し

て
批
評
的
な
意
識
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
、
逆

に
現
代
の
愛
の
形
に
対
し
て
も
、
臨
在
す
る
梨
園
戯
の
世
界
は
同

様
に
批
評
的
な
視
点
を
差
し
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
II
』
の
第

七
場
で
、
使
わ
れ
る
音
楽
は
、
現
代
台
湾
で
流
行
し
た
ラ
ブ
ソ
ン

グ
『
夏
夜
晩
風
』
が
男
尊
女
卑
の
末
の
陰
惨
な
修
羅
場
で
歌
わ
れ

る
が
、
他
の
場
面
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
、
い
わ
ば
舞
台
に
臨
在

し
続
け
る
梨
園
戯
の
世
界
は
、
こ
れ
を
相
対
化
し
て
も
い
る
。

ま
た
林
文
中
舞
踊
団
は
、
一
九
八
七
年
の
戒
厳
令
解
除
以
後
、

急
速
に
進
ん
だ
「
台
湾
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
再
認
識
と
い
う
、

現
代
台
湾
の
重
要
な
文
化
的
問
題
を
、
広
く
「
伝
統
」
に
回
帰
し
、

そ
れ
を
批
評
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
品
化
し
て
い
る
こ
と
は

繰
り
返
し
述
べ
て
来
た
。
そ
の
点
で
こ
れ
ら
の
作
品
に
批
評
を
加

え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
台
湾
の
「
歴
史
」
を
度
外
視
し
て
考

察
す
る
事
は
安
易
の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
林
文
中
舞

踊
団
の
作
品
は
、
そ
れ
ら
七

0
年
代
に
強
く
意
識
さ
れ
る
「
国
民

国
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
」
と
は
異
な
る
い
わ
ば
「
ニ

0
1
0
年
代
の
自
意
識
」
を
持
ち
始
め
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
改
め
て
稿
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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(
1
)
「
小
南
管
II』
は
、
二

0
一
四
年
度
文
化
庁
「
大
学
を
活
用
し
た
文
化
芸

術
推
進
事
業
」
に
お
い
て
、
文
学
研
究
科
が
申
請
し
た
「
劇
場
・
音
楽
堂
・

美
術
館
等
と
連
携
す
る
ア
ー
ト
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
人
材
育
成
事
業

〈
声
な
き
声
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
か
か
わ
り
の
声
、
そ
し
て
私
の
声
〉

芸
術
祭
II
」
が
採
択
さ
れ
、
こ
の
芸
術
祭
の
一
環
と
し
て
台
湾
か
ら
招

聘
し
、
公
演
の
運
び
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
上
演
は
、
同
年
十
一
月

三
十
日
、
兵
庫
県
立
尼
崎
青
少
年
創
造
劇
場
（
ピ
ッ
コ
ロ
シ
ア
タ
ー
）
に
お

い
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
公
演
は
「
伝
統
芸
術
の
現
代
化
」
と
い
う
テ
ー

マ
の
も
と
に
開
講
さ
れ
た
人
材
育
成
の
科
目
に
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の

公
演
に
即
し
て
「
伝
統
芸
術
の
現
代
化
」
に
つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
せ

る
と
い
う
課
題
を
一
年
に
渡
っ
て
受
講
生
に
は
課
し
て
来
た
。

(
2
)
林
文
中
と
同
舞
踊
団
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
『
二

0
一
三
蛋
満
表
演
圏

隊
名
録
」
憂
北
市
文
化
部
、
二

0
一
三
年
、
二
六
八
ー
ニ
六
九
頁
を
参
照
。

(
3
)
Y
u
h
'
j
e
n
 Lu••Decolonized 

I
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
:
 
M
o
d
e
r
n
i
t
y
 a
n
d
 

M
o
d
e
r
n
 D
a
n
c
e
 in 
1970s Taiwan', f
藝
術
評
論

A
r
t
s
R
e
v
i
e
w」

第
二
十
一
期
、
二

0
1
―
‘
國
立
憂
北
藝
術
大
學
、
一
頁
。

(
4
)
D
a
v
i
d
 M
e
a
d
.
'
R
e
O
r
i
e
n
t
i
n
g
 T
a
i
w
a
n
'
s
 M
o
d
e
r
n
 D
a
n
c
e
:
 T
h
e
 

N
e
w
 G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
 o
f
 T
a
i
w
a
n
e
s
e
 C
h
o
r
e
o
g
r
a
p
h
e
r
s
'
,
 
W
a
n
g
 

Y
u
n
y
u
 &
 S
t
e
p
h
a
n
i
e
 B
u
r
r
i
d
g
e
 (ed.), 
Identity a
n
d
 Diversity: 

Celebrating D
a
n
c
e
 in 
T
a
筵
ミ
n,
Routledge, 2012, p.175 

(
5
)
C
h
e
n
 Ya,ping,'Introduction: Identity•Hybrifity•Diversity: 

A
 

Brief V
i
e
w
 of D
a
n
c
e
 in 
Taiwan', W
a
n
g
 Y
u
n
y
u
 &
 S
t
e
p
h
a
n
i
e
 

注

Burridge,(ed.). Ibid .. 
xxi. 

(
6
)
C
h
e
n
 Ya,ping, Ibid., 
xxi. 

(
7
)
L
i
n
 W
e
,
c
h
u
n
g
,
'
S
m
a
l
l
 J
o
u
r
n
e
y疇

.

W
a
n
g
 Y
u
n
y
u
 &
 S
t
e
p
h
a
n
i
e
 

Burridge, (ed.). 
Ibid 

•• 

p.214 

(8)
林
文
中
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
水
源
劇
場
、
台
北
、
二

0
一
四
年
一
〇

月
二
六
日

(
9
)
L
i
n
 H
w
a
i
-
m
i
n
,
'
D
a
n
c
e
 a
n
d
 Society in 
T
a
i
w
a
n
"
A
 C
u
l
t
u
r
e
 in 

Transition', 
R
u
t
h
 S
o
l
o
m
o
n
 &
 J
o
h
n
 S
o
l
o
m
o
n
 (ed.), 
E
a
s
t
 M
e
e
t
s
 

W
e
s
t
 in 
D
a
n
c
e
 
Voices 
in 
Cross 
Cultural Sialogue•Harwood 

A
c
a
d
e
m
i
c
 Publishers, 1995. p.265 

(10)
「
南
管
」
に
つ
い
て
の
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
説
明
は
、
主
と
し
て
以
下
の

三
種
類
の
資
料
に
よ
る
。
井
口
淳
子
「
伝
統
音
楽
、
語
り
物
芸
能
と
し

て
の
南
音
（
南
管
）
」
林
文
中
舞
踊
団
公
演
＆
セ
ミ
ナ
ー
・
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
、

二
0
一
四
年
一
一
月
三

0
日
、
ピ
ッ
コ
ロ
シ
ア
タ
ー
。
施
柄
華
編
著
「
南

管
薪
偲
入
門
教
材
j

台
南
市
文
化
基
金
会
、
一
九
八
八
年
（
黄
資
契
に
よ

る
部
分
訳
を
参
照
し
た
）
。
楊
桂
香
著
「
台
湾
の
南
管
南
管
音
楽
に
お
け

る
演
劇
性
と
音
楽
集
団
j

白
帝
社
、
二

0
0
四
年
。

(11)
井
口
淳
子
、
同
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
。

(12)
舞
台
で
教
授
さ
れ
る
五
種
類
の
指
使
い
と
は
、
薬
指
を
親
指
と
付
け
る

「
尊
佛
手
」
、
親
指
を
折
り
た
た
み
他
の
四
指
を
真
っ
す
ぐ
に
揃
え
る
「
四

指
手
」
、
親
指
と
人
差
し
指
で
蟹
の
形
を
象
る
「
謗
蟹
手
」
、
人
差
し
指

と
中
指
を
折
り
畳
ん
で
親
指
と
付
け
る
「
観
音
手
」
、
観
音
手
か
ら
薬
指

も
手
の
ひ
ら
側
に
折
り
た
た
み
小
指
の
み
残
す
「
鷹
爪
手
」
。

(13)
林
珀
姫
「
訪
二
大
師
篇
」

D
V
D

「
小
南
管
」
林
文
中
振
付
・
演
出
、

二
0
―
-
、
林
文
中
舞
踊
団
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(14)
呉
素
君
、
同
所
、
同
D
V
D

(15)
実
は
こ
の
曲
は
一
九
八
六
年
に
日
本
の
人
気
グ
ル
ー
プ
「
安
全
地
帯
」

が
歌
っ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
曲
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
あ
ま
り

意
味
は
置
か
れ
て
は
い
な
い
。

(
1
6
)
L
i
n
 W
e
n
,
c
h
u
n
g
,
 Ibid. 

(17)
同
書

(18)
「
カ
ー
シ
プ
三
部
作
」
は
、
第
一
作
「
行
草
j
（二
0
0
二
）
、
「
行
草
Ilj
（ニ

0
0
1
―
-
）
、
『
狂
草
』
（
二
0
0
五
）
で
あ
り
、
す
べ
て
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
を
モ
チ
ー

フ
と
主
題
に
し
た
作
品
。

(19
）
二

0
-
四
年
―
一
月
の
日
本
公
演
で
は
、
舞
踊
団
か
ら
送
付
さ
れ
た
中

国
語
原
稿
を
、
日
本
語
に
翻
訳
し
、
字
幕
と
し
て
映
写
し
た
。
こ
の
原

稿
は
、
現
代
中
国
語
の
み
な
ら
ず
、
古
い
泉
州
語
、
台
湾
語
と
の
混
合

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
翻
訳
は
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
院

生
黄
資
契
（
演
劇
学
）
に
よ
る
。
本
論
に
お
い
て
、
本
公
演
に
つ
い
て
の

台
詞
部
分
の
日
本
語
訳
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
す
べ
て
こ
の
黄
資

梨
の
翻
訳
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
が
な
け
れ
ば
本
論
は
と
う
て
い

論
文
と
し
て
の
体
裁
を
持
ち
え
な
か
っ
た
。
改
め
て
感
謝
し
た
い
。

(20)
こ
の
台
詞
は
、
台
湾
で
話
題
に
な
っ
た
同
性
婚
反
対
者
で
あ
る
美
江
牧

師
の
有
名
な
言
葉
。

(21)
こ
の
作
品
は
‘
―

1
0
0
六
年
台
湾
の
江
之
翠
劇
場
に
よ
っ
て
、
日
本
人

演
出
家
で
舞
踏
ダ
ン
サ
ー
の
友
恵
し
づ
ね
氏
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
液
に
は
今
回
の
日
本
上
演
に
参
加
し
た
奏
者
で
あ
り
演
者

の
林
雅
嵐
、
魏
美
恵
の
二
人
も
参
加
し
て
い
る
。

(
2
2
)
D
a
v
i
d
 M
e
e
d
,
 W
C
d
a
n
c
e
"
S
m
a
l
l
 N
a
n
g
u
a
n
 2, 
Critical 
D
a
n
c
e
.
 

D
a
n
c
e
 in 
A
s
i
a
,
 
R
e
v
i
e
w
s
.
 
http"＼
＼

w
w
w
.
c
r
i
t
i
c
a
l
d
a
n
c
e
.
 

o
r
g
¥
2
0
1
4
¥
0
3
¥
1
0
/
w
c
d
a
n
c
e
'
s
m
a
l
l
'
n
a
n
g
u
a
n
,
2
¥
 

(23)
『
泉
州
伝
統
戯
曲
叢
書
第
二
巻
梨
園
戯
・
小
梨
園
劇
目
』
泉
州
地
方

戯
曲
研
究
社
編
、
一
九
九
九
、
ニ
―
五
頁
、
梗
概
の
解
釈
に
つ
い
て
は

元
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
戯
曲
學
院
長

C
h
u
a
S
o
o
 P
o
n
g
氏
の
教
示
に

よ
っ
た
。

(24)
『
泉
州
伝
統
戯
曲
叢
書
j

同
書
、
三
六
三
頁
、
同
じ
く
梗
概
の
解
釈
に
つ

い
て
は

C
h
u
a
S
o
o
 P
o
n
g
氏
の
教
示
に
よ
る
。

(25)
林
亜
婢
「
邁
向
南
管
的
解
構
輿
顛
覆
之
旅

T
I
F
A
林
文
中
舞
圏
《
慢
揺
・

浪
》
」
『
文
化
快
速
』
二

0
一
三
年
、
三
月
号
、
二
三
頁
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