
言語社会　第 12号　　256

語
ら
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
評
伝
作
家
に
よ
っ
て
調
査
、
研
究
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
試
論
で
は
、
専
ら
崔
の
初
期
の
作
風

―
一
九
三
三
年

〜
一
九
三
七
年
、
具
体
的
に
は
崔
が
最
初
の
来
日
（
一
九
二
六
〜
一
九
二

九
年
）
の
後
、
一
九
三
三
年
再
来
日
し
翌
年
、
石
井
漠
門
下
か
ら
の
独
立

を
表
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
時
期
、
つ
ま
り
第
一
回
発
表
会
か
ら
一
九
三

七
年
海
外
公
演
に
向
け
て
出
発
す
る
告
別
公
演
ま
で
の
約
五
年
間
を
対
象

と
し
、
そ
の
間
に
発
表
さ
れ
た
作
品

―
を
た
ど
り
、
崔
に
と
っ
て
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
（
近
代
主
義
）
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
彼
女
の
ダ
ン
ス
に
現

わ
れ
た
か
、
当
時
の
舞
台
評
を
参
考
に
し
つ
つ
、
特
に
そ
の
技
法
に
注
目

し
、
舞
踊
を
通
し
て
彼
女
が
対
峙
し
た
近
代
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た

は
じ
め
に

　

日
本
に
西
洋
舞
踊
（
洋
舞
）
が
移
入
さ
れ
、
戦
中
、
戦
後
を
経
て
広
く

普
及
す
る
過
程
に
は
、
近
代
化
と
い
う
名
の
も
と
に
現
わ
れ
た
興
味
深
い

諸
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
度
は
日
本
の
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
パ
イ

オ
ニ
ア
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
石
井
漠
と
、
彼
に
一
時
期
師
事
し
て
い

た
朝
鮮
の
舞
踊
家
、
崔
承
喜
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
、
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
新

し
い
概
念
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

　

崔
承
喜
の
波
乱
に
富
ん
だ
生
涯
に
つ
い
て
は
、
日
韓
お
よ
び
南
北
三
八

度
線
を
め
ぐ
る
政
治
・
社
会
状
況
を
背
景
と
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で

特
集
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国
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術
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深
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り
、
そ
の
後
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ラ
ン
シ
ン
の
作
品
に
結
晶
し
た
動
き
の
美
学

を
追
求
し
た
抽
象
的
バ
レ
エ
、
そ
し
て
三
つ
目
が
近
代
都
市
の
大
衆
文
化

が
生
み
出
し
た
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
の
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
欧
米

の
近
代
舞
踊
で
は
こ
れ
ら
異
な
っ
た
三
つ
の
流
れ
が
並
行
し
て
展
開
し
た

が
、
い
ず
れ
も
前
代
ま
で
の
古
典
舞
踊
（
ク
ラ
シ
ッ
ク
・
バ
レ
エ
）
に
対

す
る
明
確
な
批
判
的
立
場
を
表
明
し
た
新
し
い
舞
踊
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
欧
米
の
近
代
舞
踊
が
た
ど
っ
た
こ
の
よ
う
な
三
方
向
の
近
代
化

に
対
し
て
、
日
本
で
は
ど
の
よ
う
な
舞
踊
が
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
日

本
に
お
け
る
ダ
ン
ス
の
近
代
化
は
次
の
三
つ
の
現
象
と
な
っ
て
現
わ
れ
て

い
る
。
一
つ
は
洋
舞
（
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
に
続
い
て
欧
米
の
新
興
舞

踊
）
の
移
入
と
、
二
つ
目
が
歌
舞
伎
舞
踊
批
判
か
ら
生
ま
れ
新
舞
踊
と
呼

ば
れ
た
創
作
舞
踊
の
登
場
、
そ
し
て
三
つ
目
が
東
京
、
大
阪
、
神
戸
な
ど

の
大
都
市
に
お
け
る
大
衆
的
レ
ビ
ュ
ー
の
興
隆
で
あ
る
。
今
回
は
特
に
、

こ
の
一
つ
目
の
洋
舞
の
移
入
の
面
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

日
本
で
は
西
欧
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
に
相
当
す
る
古
典
舞
踊
、
そ
の

代
表
的
な
舞
踊
が
歌
舞
伎
舞
踊
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
近
代
舞
踊
登

場
の
背
景
に
、
既
存
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
れ
に

牽
引
さ
れ
た
新
し
い
技
法
の
開
発
が
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本
の
場
合
、
前

代
の
古
典
舞
踊
す
な
わ
ち
歌
舞
伎
舞
踊
へ
の
批
判
か
ら
登
場
し
た
日
本
舞

踊
の
創
作
は
、
新
た
な
技
法
を
生
み
出
す
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
、
大
正
期
（
一
九
一
二
〜
一
九
二
六
年
）
に
海
外
へ
自
ら
遊
学
し
、
欧

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
崔
の
舞
踊
に
関
す
る
一
次
資
料
が
充
分
に
揃
っ
た

と
は
い
え
な
い
状
態
の
ま
ま
、
仮
説
を
立
て
て
み
た
と
い
う
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
発
表
が
近
代
舞
踊
を
通
し
て
、
今
後
の
日
朝
共
同
研

究
を
促
す
端
緒
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

日
本
の
近
代
舞
踊

　

先
ず
、
日
本
に
お
い
て
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
は
ど
の
よ
う
な
背
景
で
登
場
し

た
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
す
る
。
日
本
の
近
代
舞
踊
は
、
二
〇
世
紀

初
め
に
欧
米
か
ら
移
入
し
た
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
を
基
盤
と
し
て
誕
生
し
、
そ

の
後
、
第
二
次
大
戦
後
に
広
く
普
及
し
、
展
開
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
近

代
舞
踊
は
西
洋
舞
踊
（
洋
舞
）
と
呼
ば
れ
、
初
め
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ

が
日
本
に
移
入
さ
れ
た
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
を
発
端
と
し
た
も
の

の
、
当
初
は
バ
レ
エ
で
は
な
く
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
系
譜
が
戦
中
戦
後
を
生

き
抜
い
た
。
こ
の
洋
舞
の
流
れ
は
、
戦
前
に
は
近
代
舞
踊
、
戦
後
か
ら
は

モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
、
現
代
舞
踊
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
中
枢
に
は
近
代
主
義
（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）
の
理
念
を
掲
げ
、
現
在
に
至
る

一
〇
〇
年
余
り
の
歴
史
を
築
い
て
き
た
。

　

そ
も
そ
も
欧
米
に
お
い
て
二
〇
世
紀
ダ
ン
ス
の
近
代
化
は
次
の
三
つ
の

流
れ
を
作
り
出
し
た
。
ま
ず
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
て
広
が
っ
た
表
現

主
義
的
な
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
、
二
つ
目
は
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
の
改
革
に
始
ま
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感
じ
る
」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
き
、「
思
考
の
力
が
形
を
と
っ
て
現

わ
れ
、
そ
の
血
と
肉
体
に
力
を
与
え
る
の
だ
。
常
に
生
成
を
続
け
る
フ
ォ

ル
ム
の
海
か
ら
、
生
命
の
源
か
ら
、
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
か
ら
、
ど
ん
な
に
豊

か
な
宝
が
姿
を
現
す
こ
と
か
」（2
）と
、
人
間
の
内
面
と
そ
の
現
れ
と
し
て

の
動
き
や
形
象
の
力
強
い
表
現
を
理
想
と
し
て
い
る
。

　

漠
と
同
時
代
の
舞
踊
家
達

―
日
本
の
近
代
舞
踊
の
基
盤
を
築
く
こ
と

に
な
る
舞
踊
家
の
こ
と
ご
と
く
は
、
こ
の
二
〇
世
紀
に
考
案
さ
れ
た
新
し

い
技
法
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
体
得
し
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
そ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
活
用
し
て
日
本
独
自
の
ダ
ン
ス
を
創
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
米
の
ダ
ン
ス
に
引
け
を
と
ら
な
い
、
芸
術
性
の
高
い

作
品
を
目
指
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

漠
は
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。…

…
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ズ
ム
教
育
の
具
体
的
な
特
色
は
、
肉
体
を
一

つ
の
楽
器
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
点
に
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
音

楽
は
耳
で
の
み
聞
く
べ
き
も
の
で
な
い
、
肉
体
全
体
の
音
楽
を
心
身
に

よ
っ
て
聞
か
な
け
れ
ば
、
リ
ズ
ム
の
表
現
を
本
当
に
自
分
の
も
の
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
肉
体
は
リ
ズ
ム
を
基
調

と
し
て
振
動
し
、
視
覚
は
肉
体
の
リ
ズ
ム
を
運
動
の
中
に
感
受
す
る
と

な
れ
ば
、
つ
ま
り
そ
れ
は
基
本
的
な
舞
踊
に
な
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

米
の
近
代
舞
踊
を
直
接
学
ん
だ
舞
踊
家
達
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
ダ
ン
ス

が
、
日
本
の
舞
踊
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
体
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

石
井
漠
と
リ
ト
ミ
ッ
ク

　

近
代
日
本
の
新
し
い
ダ
ン
ス
を
創
り
出
そ
う
と
努
力
し
た
舞
踊
家
が
石

井
漠
（
一
八
八
六
―
一
九
六
二
）
だ
っ
た
。
彼
が
繰
り
返
し
強
調
し
た
こ

と
は
、「
西
洋
人
の
踊
を
踊
る
た
め
に
僕
は
舞
踊
を
や
っ
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
。
西
洋
舞
踊
の
技
法
を
摂
取
し
て
、
そ
の
上
に
新
し
い
日
本
人
の
舞

踊
を
創
ら
う
と
し
て
研
究
を
や
っ
て
い
ゐ
る
の
で
あ
る
」（1
）と
自
ら
記
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
欧
の
真
似
事
で
は
な
く
、
西
洋
舞
踊
（
洋
舞
）
の

新
し
い
技
法
を
体
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
独
自
の
舞
踊
作
品
を
目
指
し
た

の
で
あ
っ
た
。
漠
の
言
う
「
新
し
い
技
法
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
漠
が
一

九
二
三
年
か
ら
約
二
年
余
り
の
欧
米
遊
学
を
通
し
て
見
聞
し
た
技
法
、
特

に
ド
イ
ツ
で
体
得
し
た
リ
ト
ミ
ッ
ク
の
技
法
で
あ
っ
た
。

　

リ
ト
ミ
ッ
ク
と
は
エ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
（
一
八
六

五
―
一
九
五
〇
）
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
完
成
し
た
音
楽
理
論
で
あ
る
。
そ

の
後
、
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
バ
ン
（
一
八
七
九
―
一
九
五
八
）
に
よ

っ
て
舞
踊
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
、
ド
イ
ツ
表
現
主
義
舞
踊
の
根
幹
を
支

え
る
技
法
的
基
盤
と
な
っ
た
理
論
で
あ
る
。
ラ
バ
ン
は
『
体
操
と
舞
踊
』

の
中
で
「
自
分
の
内
部
か
ら
湧
き
出
す
命
の
力
の
整
然
と
し
た
規
則
性
を



259　　日本のモダンダンスと朝鮮

感
が
生
ま
れ
て
来
ま
す
。

…
…
（
略
）
…
…
リ
ズ
ム
は
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
あ
る
処
の
規

則
正
し
い
「
運
動
の
起
伏
」
で
あ
り
ま
す
。（6
）

　

さ
ら
に
こ
う
し
た
動
作
の
反
復
が
断
片
的
な
単
な
る
体
操
の
よ
う
な
動

き
で
は
な
く
、
漠
は
そ
の
流
れ
の
な
か
に
舞
踊
独
特
の
表
現
の
特
徴
を
み

て
い
る
。

…
…
舞
踊
に
の
み
恵
ま
れ
た
特
異
の
表
現
力
と
い
う
の
は
…
…
（
略
）

…
…
あ
る
ポ
ー
ズ
か
ら
ポ
ー
ズ
へ
と
移
っ
て
行
く
、
あ
の
『
肉
体
的
な

運
動
の
流
れ
』
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
流
れ
の
中
に
こ
そ
、
舞

踊
の
生
命
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
舞
踊
は
『
肉
体
的
な
運

動
の
流
れ
』
以
外
に
何
者
も
あ
り
ま
せ
ん
。（7
）

　

黒
柳
徹
子
の
著
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』

（
講
談
社
、
一
九
八
四
年
）
は
、
日
本
の
幼
児
教
育
に
初
め
て
本
格
的
に

ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
理
論
を
導
入
し
た
人
物
で
あ
る
小
林
宗
作

（
一
八
九
三
―
一
九
六
三
）
に
捧
げ
ら
れ
た
本
で
あ
る
。
そ
の
中
に
小
林

の
創
設
し
た
ト
モ
エ
学
園（

8
）で
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
の
授
業
の
章
に
、
こ

の
リ
ト
ミ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
リ
ト
ミ
ッ
ク
と
は
、

「
体
の
機
械
組
織
を
、
更
に
精
巧
に
す
る
た
め
の
遊
戯
で
す
。
リ
ト
ミ
ッ

か
。（3
）

…
…
舞
踊
教
育
法
と
し
て
の
ユ
ー
リ
ズ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
舞
踊
の
科
学
的

訓
練
で
あ
り
、
従
来
姿
態
と
拍
子
に
対
す
る
観
念
を
基
礎
と
し
た
舞
踊

教
育
法
に
、
一
躍
リ
ズ
ム
を
把
握
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
運
動
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
ま
で
リ
ズ
ム
が
把
握
さ
れ
る
か
は
未
だ

断
言
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
し
か
も
尚
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
運
動
が
与
へ
た

舞
踊
の
リ
ズ
ム
に
対
す
る
再
認
識
は
甚
だ
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ま

す
。（4
）

　

漠
は
著
書
『
舞
踊
芸
術
』
で
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
新
し
い
音
楽
教
育
法

を
「
リ
ト
ミ
ッ
ク
（Rhytom

ique

）」、
律
動
運
動
法
を
「
ユ
ー
リ
ズ
ミ

ッ
ク
ス
（Eurhythm

ics

）」
と
呼
ん
で
い
る（

5
）が
、
こ
の
論
考
で
は

「
リ
ト
ミ
ッ
ク
」
と
統
一
し
て
使
用
す
る
。
漠
は
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
舞
踊
教

育
の
基
本
と
し
て
、
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
た
め
の
単
純
な
動
作
の
反
復
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
漠
は
さ
ら
に
、「
食
欲
を
そ
そ
る
」（
一
九

二
七
年
初
演
）
と
い
う
木
魚
の
リ
ズ
ム
の
み
で
動
く
作
品
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

…
…
或
る
単
純
な
動
作
を
反
復
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
最
初
の
発
見
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
「
繰
返
し
」
か
ら
律
動
（
リ
ズ
ム　

Rhythm

）
の
快
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か
り
し
た
意
志
な
ど
も
養
う
こ
と
が
出
来
る
、
と
校
長
先
生
は
考
え
た

よ
う
だ
っ
た
。
…
…
す
ぐ
に
三
拍
子
に
す
る
の
だ
け
ど
、
こ
の
と
き
に
、

ま
ご
つ
い
て
は
ダ
メ
、
瞬
間
的
に
、
さ
っ
き
の
二
拍
子
を
忘
れ
て
、
頭

の
命
令
を
体
で
、
つ
ま
り
筋
肉
の
実
行
に
移
し
、
三
拍
子
の
リ
ズ
ム
に

順
応
し
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
、
と
思
っ
た
途
端
に
、
ピ
ア
ノ
は
、
五

拍
子
に
な
る
、
と
い
う
具
合
だ
っ
た
。

…
…
馴
れ
て
く
る
と
、
と
て
も
気
持
ち
よ
く
、
自
分
で
も
、
い
ろ
ん
な

こ
と
を
考
え
出
し
て
や
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
楽
し
み
だ
っ
た（

10
）。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
ト
モ
エ
学
園
で
指
導
さ
れ
て
い
た
リ
ト
ミ
ッ
ク
は
、

石
井
漠
も
レ
ッ
ス
ン
に
取
り
入
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
漠
の
研
究
所
で
も

リ
ト
ミ
ッ
ク
を
教
え
る
際
に
は
、
こ
の
リ
ズ
ム
を
次
々
と
変
化
さ
せ
、
そ

れ
に
身
体
の
動
き
を
即
座
に
対
応
さ
せ
る
こ
と

―
即
時
反
応
（quick 

reaction

）

―
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。「
同
じ
リ
ズ
ム
を
続
け
て
も

リ
ト
ミ
ッ
ク
に
な
ら
な
い
。
リ
ズ
ム
を
変
形
し
て
い
き
、
身
体
が
つ
い
て

い
く
の
が
リ
ト
ミ
ッ
ク
で
あ
り
、
変
化
が
大
事
な
の
で
あ
る
」（11
）

　

リ
ト
ミ
ッ
ク
理
論
は
、
も
と
は
音
楽
理
論
で
は
あ
っ
た
が
、
漠
は
こ
の

理
論
が
音
楽
的
リ
ズ
ム
を
体
で
再
現
し
、
そ
の
動
き
が
論
理
的
か
つ
「
反

射
的
美
学
に
従
っ
て
、
空
間
に
布
置
・
連
絡
」（12
）す
る
と
こ
ろ
、
空
間
に

置
か
れ
、
繫
が
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
新
し
い
ダ
ン
ス
の
可
能
性
を
み
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
の
技
法
以
外
に
新
し

ク
は
、
心
に
運
転
術
を
教
え
る
遊
戯
で
す
。
リ
ト
ミ
ッ
ク
は
、
心
と
体
に
、

リ
ズ
ム
を
理
解
さ
せ
る
遊
戯
で
す
。
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
行
う
と
、
性
格
が
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
な
り
ま
す
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
性
格
は
美
し
く
、
強
く
、
す

な
お
に
、
自
然
の
法
則
に
従
い
ま
す
」（9
）と
答
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ
て
自
由
に
歩
き
始
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

次
第
に
二
拍
子
と
か
三
拍
子
な
ど
拍
子
の
変
化
や
速
さ
に
合
わ
せ
て
、
体

が
感
じ
る
ま
ま
に
両
手
両
足
を
大
き
く
動
か
し
て
ゆ
く
。
拍
子
が
複
雑
に

な
る
に
つ
れ
て
、
咄
嗟
の
手
足
の
動
き
の
変
化
に
正
確
に
対
応
す
る
に
は

集
中
力
を
必
要
と
す
る
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

…
…
ピ
ア
ノ
を
聴
い
て
、
そ
れ
が
〝
二
拍
子
〞
だ
と
思
っ
た
ら
、
両
手

を
大
き
く
指
揮
者
の
よ
う
に
上
下
に
二
拍
子
に
振
り
な
が
ら
、
歩
く
。

…
…
（
略
）
…
…
自
然
が
第
一
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
生
徒
の
感
じ
る
歩

き
方
で
よ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
リ
ズ
ム
が
三
拍
子
に
な
っ
た
ら
両
腕
は
、

す
ぐ
に
三
拍
子
を
大
き
く
と
り
、
歩
き
方
も
、
テ
ン
ポ
に
合
わ
せ
て
、

早
く
な
っ
た
り
、
遅
く
な
っ
た
り
さ
せ
な
き
ゃ
、
い
け
な
か
っ
た
。

…
…
拍
子
が
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
と
、
結
構
難
し
か
っ
た
。
…
…

（
略
）
…
…
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
初
め
〝
二
拍
子
〞
の
リ
ズ
ム
で
歩
い

て
い
る
と
、
ピ
ア
ノ
が
〝
三
拍
子
〞
に
な
る
。
だ
け
ど
、
三
拍
子
を
聞

き
な
が
ら
、
二
拍
子
の
ま
ま
で
歩
く
。
こ
れ
は
、
と
て
も
苦
し
い
け
ど
、

こ
う
い
う
と
き
に
、
か
な
り
、
子
供
の
集
中
力
と
か
、
自
分
の
、
し
っ
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弟
子
と
な
り
、
一
八
歳
の
若
さ
で
漠
の
帰
国
に
同
行
し
日
本
に
や
っ
て
き

た
と
い
う
。
当
時
の
漠
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
「
囚
わ
れ
た
る
人
」

（
一
九
二
三
年
初
演
）
か
ら
推
測
さ
れ
る
、
極
め
て
表
現
的
な
作
風
が
挙

げ
ら
れ
る
。
京
城
公
演
で
崔
承
喜
が
見
た
舞
台
は
、
こ
う
し
た
表
現
的
傾

向
の
強
い
舞
踊
作
品
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
コ

ミ
カ
ル
な
動
き
を
特
徴
と
す
る
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」（
一
九
二
六
年
初
演
）

の
よ
う
な
、
三
匹
の
カ
エ
ル
の
動
き
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
基
本
ス
テ
ッ
プ
だ

け
で
構
成
し
た
作
品
な
ど
も
当
時
、
上
演
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

崔
は
そ
の
後
、
約
三
年
間
漠
の
も
と
で
学
び
、
そ
の
間
ほ
と
ん
ど
の
漠

の
作
品
に
出
演
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
二
九
年
一
月
の
石
井
漠
・
小
浪

新
作
舞
踊
公
演
（
日
本
青
年
館
）
ま
で
出
演
し
、
そ
の
年
の
八
月
に
漠
の

も
と
を
去
り
、
京
城
に
帰
国
、
自
身
の
ス
タ
ジ
オ
崔
承
喜
創
作
舞
踊
研
究

所
を
開
設
し
、
指
導
に
あ
た
っ
た
。
二
十
歳
前
後
の
時
に
崔
は
漠
の
基
礎

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

　

朝
鮮
に
帰
国
後
の
活
動
は
一
九
三
〇
年
に
第
一
回
公
演
を
開
き
、「
セ

レ
ナ
ー
デ
」
を
発
表
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
漠

の
模
倣
と
さ
れ
不
評
だ
っ
た
、
と
い
う
。
一
九
三
一
年
頃
、
朝
鮮
の
古
典

舞
踊
を
現
代
化
し
た
と
さ
れ
る
「
霊
山
の
舞
」
を
発
表
す
る
が
、
こ
れ
に

も
依
然
と
し
て
漠
の
影
響
が
見
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
第
三

回
新
作
発
表
会
を
開
い
た
頃
に
は
、
安
漠
と
結
婚
。
翌
年
に
長
女
安
聖
姫

を
出
産
し
て
い
る
。
当
時
発
表
し
た
新
作
舞
踊
演
目
に
は
「
解
放
さ
れ
た

い
技
法
を
模
索
し
て
い
た
西
欧
の
舞
踊
家
達
と
同
様
に
、
既
存
の
洋
舞
技

術
を
持
た
な
い
日
本
の
舞
踊
家
に
と
っ
て
も
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
は
体
系
化
さ

れ
た
初
め
て
の
身
体
訓
練
の
た
め
の
理
論
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
理
論
を
基
本
と
す
る
リ
ズ
ム
感
覚
と
そ
れ
に
伴
う
身

体
の
動
き
の
探
求
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
近
代
舞
踊
の
基
盤
を
築
き
、
広

く
普
及
し
た
石
井
漠
と
そ
の
一
門
の
ダ
ン
ス
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
リ
ズ
ム
の
身
体
化
は
、
戦
前
に
漠
を
師

と
仰
ぎ
、
遠
く
朝
鮮
半
島
か
ら
単
身
来
日
し
た
若
き
崔
承
喜
も
ま
た
、
基

本
訓
練
と
し
て
学
ん
だ
技
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
の
習
得
を

通
し
て
、
漠
と
崔
承
喜
が
確
実
に
共
有
し
て
い
た
も
の
が
、
リ
ズ
ム
に
対

す
る
近
代
的
意
識
で
あ
っ
た
。
京
城
（
ソ
ウ
ル
）
の
女
学
校
時
代
音
楽
の

才
能
を
注
目
さ
れ
て
い
た
崔
は
、
生
来
リ
ズ
ム
感
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
推

測
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
こ
う
し
た
資
質
も
ま
た
、
漠
の
訓
練
を
受

け
入
れ
や
す
い
も
の
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

崔
承
喜

　

崔
承
喜
が
来
日
す
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
彼
女
自
身
が
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
一
九
二
六
年
に
石
井
漠
舞
踊
団
の
朝
鮮
公
演
の
際
、
兄
承
一
の
強

い
勧
め
で
京
城
公
演
中
の
漠
の
も
と
を
訪
ね
、
そ
の
ま
ま
漠
の
第
一
号
の
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第
二
部
＝
朝
鮮
郷
土
舞
踊
を
も
と
に
し
た
創
作
作
品
「
剣
の
舞
」「
エ

ヘ
ヤ
・
ノ
ア
ラ
（Ehera N

ohara

）」、「
僧
の
舞
」、「
霊
山

の
舞
」（
群
舞
）「
村
の
豊
作
〔
豊
年
来
た
り
な
ば
、
田
舎
の

豊
作
〕」（
群
舞
）

こ
の
ほ
か
に
、「
ロ
マ
ン
ス
の
展
望
」「
朝
鮮
風
な
デ
ュ
エ
ッ

ト
」
な
ど
。

★
右
の
公
演
演
目
名
の
表
記
で
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
＝
朝
鮮
舞
踊
を
取
り
入

れ
た
創
作
、
斜
体
＝
定
番
の
出
し
物
、〔　

〕
内
は
記
録
に
よ
っ
て

名
称
が
異
な
り
断
定
で
き
な
い
も
の
。

各
種
評
伝
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
様
な
番
組
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
る
。

ま
た
、
当
日
の
招
待
者
に
は
、
川
端
康
成
、
杉
山
平
助
、
山
本
実
彦
（
改

造
社
社
長
）、
村
山
知
義
、
永
田
龍
雄
、
等
々
が
名
を
連
ね
、
招
待
者
側

か
ら
は
絶
賛
の
言
葉
が
捧
げ
ら
れ
た
。
崔
に
つ
い
て
多
く
の
人
々
が
一
様

に
絶
賛
す
る
の
は
、
そ
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
日
本
人
離
れ
し
た
の
び
や

か
な
美
し
さ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
明
る
い
華
の
あ
る
美
人
で
あ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
お
お
か
た
の
賛
辞
に
加
え
て
、
石
井
漠
は
崔
を
送

り
出
す
に
あ
た
り
、
崔
が
人
一
倍
努
力
家
で
あ
り
、
西
洋
舞
踊
を
修
得
す

る
た
め
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
あ
と
、
次
の
よ
う

に
彼
女
の
特
徴
、
そ
の
表
現
的
な
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。

人
」、「
光
を
求
め
る
人
」「
太
陽
を
求
め
る
人
」「
故
郷
を
恋
し
が
る
群

れ
」
等
。

　

そ
し
て
再
び
日
本
に
戻
る
の
は
一
九
三
三
年
、
前
年
に
結
婚
し
た
安
漠

と
長
女
を
伴
っ
て
の
来
日
と
な
っ
た
。
そ
の
年
の
一
〇
月
、
日
比
谷
公
会

堂
で
行
わ
れ
た
石
井
漠
舞
踊
団
公
演
に
、
早
速
、
崔
が
出
演
し
て
い
る
。

断
片
的
資
料
だ
が
、
映
像
に
よ
る
と
恐
ら
く
、
漠
振
付
の
「
狂
え
る
動
き

―
打
楽
器
に
よ
る
」
を
発
表
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

翌
一
九
三
四
年
に
は
第
一
回
発
表
会
を
日
本
青
年
館
で
開
き
、
三
七
年

海
外
公
演
へ
向
う
ま
で
、
自
身
の
舞
踊
発
表
会
を
四
回
開
い
て
い
る
。
こ

の
間
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
崔
の
な
か
で
朝
鮮
舞
踊
へ
の
関

心
が
生
ま
れ
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う（

13
）。

ま
た
、
朝
鮮
古
典
舞
踊
の
伝
承
と
そ
の
舞
台
化
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
韓

成
俊
（
ハ
ン
・
ソ
ン
ジ
ュ
ン
）
が
偶
々
、
来
日
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

こ
の
時
期
に
崔
は
彼
か
ら
朝
鮮
伝
統
舞
踊
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
る
。

　

崔
の
第
一
回
新
作
発
表
会
（
一
九
三
四
年
九
月
二
〇
日
、
日
本
青
年

館
）
石
井
漠
舞
踊
研
究
所
員
賛
助
出
演
を
得
て
、
披
露
さ
れ
た
作
品
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

第
一
部
＝「
イ
ン
ド
人
の
悲
哀
〔
エ
レ
ジ
イ
〕」「
荒
野
を
行
く
」「
廃
墟

の
跡
」「
あ
き
ら
め
〔
放
棄
〕」（
石
井
漠
・
振
付
）、（
以
上
、

ソ
ロ
）、
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「
王
の
舞
」、「
生
贄
」（
ブ
ロ
ッ
ホ
曲
）、「
朝
鮮
風
の
デ
ュ
エ
ッ
ト
」、

「
舞
台
華
」（
シ
ョ
パ
ン
曲
）、「
狂
想
」（
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
曲
）
他
。

（
演
目
は
一
四
作
品
、
そ
の
内
、
朝
鮮
舞
踊
風
の
作
品
が
四
作
品
で
、

「
剣
の
舞
」
等
、
と
す
る
記
述
も
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
新
作
と
す
る

記
述
も
あ
る
。
詳
細
は
不
明
）

　

こ
の
公
演
に
つ
い
て
は
、
森
満
二
郎
が
「
崔
承
喜
の
人
気
」（17
）と
題
し

て
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。
森
は
、
崔
の
一
つ
の
武
器
と
し
て
朝
鮮
舞
踊
の

創
作
を
位
置
づ
け
、
そ
の
大
衆
性
を
評
価
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
崔
に
よ
る
朝
鮮
舞
踊
に
使
用
さ
れ
る
音
楽
に
つ
い
て
言
及
し
、

そ
の
多
く
が
二
拍
子
乃
至
は
四
拍
子
の
も
の
で
、
と
て
も
単
純
な
リ
ズ
ム

な
の
で
親
し
み
や
す
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
の
印
象
的
な
単
純
さ

が
、
音
楽
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
明
る
く
、「
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
な
ユ
ー

モ
ア
」
を
踊
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
第
一
回
発
表
会
に

披
露
さ
れ
た
「
エ
ヘ
ラ
・
ノ
ハ
ラ
」（
当
時
の
表
記
で
は
「
エ
ヘ
ヤ
・
ノ

ア
ラ
」。
特
別
な
意
味
は
な
い
が
、
興
を
増
す
こ
と
を
指
す
言
葉
）
を
想

定
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、「
朝
鮮
風
な
デ
ュ
エ
ッ
ト
」
に
見
ら
れ
た

指
先
の
表
情
の
豊
か
さ
は
、
朝
鮮
舞
踊
風
と
い
う
、
洋
舞
と
は
ま
た
異
な

っ
た
流
れ
の
な
か
で
こ
そ
生
か
さ
れ
る
の
だ
と
特
筆
し
て
い
る
。
崔
の
洋

舞
作
品
は
使
用
し
た
洋
楽
に
負
け
て
い
て
未
熟
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

…
…
日
本
人
と
し
て
稀
に
見
る
立
派
な
躰
軀
を
具
え
て
い
て
、
運
動
に

よ
っ
て
観
客
に
與
え
る
印
象
は
極
め
て
強
烈
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
大
ま
か
な
舞
踊
が
特
徴
で
も
あ
り
、
承
子（

14
）も
そ
れ

を
得
意
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
…
…

　

そ
し
て
、
第
一
回
の
公
演
で
発
表
す
る
一
五
種
の
舞
踊
の
う
ち
、
三
分

の
一
が
朝
鮮
風
の
舞
踊
で
、
こ
れ
は
崔
が
朝
鮮
に
帰
国
中
の
勉
強
の
成
果

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
続
い
て
、
漠
は
朝
鮮
舞
踊
に
つ
い
て
も
言
及
し
、

朝
鮮
で
は
卑
賤
な
身
分
の
妓
生
が
踊
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

他
国
に
は
み
ら
れ
な
い
異
色
の
舞
踊
で
あ
り
、
崔
の
使
命
は
こ
の
朝
鮮
舞

踊
を
芸
術
的
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
力
説
し
て
い
る（

15
）。
具
体
的
に

「
僧
（
の
）
舞
」
が
所
謂
妓
生
の
舞
踊
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
年
後
の
崔
承
喜
の
発
表
会
に
つ
い
て

江
口
博
の
評
を
参
考
に
し
た
い
。
こ
の
第
一
回
発
表
会
で
は
、
他
に
八
種

ほ
ど
の
新
作
も
加
わ
り
、
そ
の
中
に
は
群
舞
や
童
踊
（
児
童
舞
踊
の
こ

と
）
な
ど
も
含
ま
れ
て
多
彩
で
あ
る
と
も
記
し
、
崔
の
将
来
を
期
待
し
て

い
る（

16
）。

　

翌
年
一
九
三
五
年
五
月
に
は
九
段
に
「
崔
承
喜
舞
踊
研
究
所
」
を
開
設

し
、
一
〇
月
二
二
日
に
第
二
回
公
演
に
あ
た
る
「
崔
承
喜
新
作
発
表
会
」

を
日
比
谷
公
会
堂
（
日
本
青
年
館
か
？
）
で
開
い
て
い
る
。
そ
の
時
の
演

目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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ン
・
メ
ロ
デ
ィ
」
よ
り
「
霊
山
調
」「
盡
陽
調
」、「
剣
の
踊
り
」

な
ど
）

2
、
テ
ー
マ
だ
け
を
借
り
た
作
品
（
例
「
王
の
舞
」「
僧
舞
」「
朝
鮮
風

デ
ュ
エ
ッ
ト
」「
ほ
ろ
ほ
ろ
師
」
他
、
多
く
の
作
品
）

3
、
純
粋
に
創
作
し
た
作
品
（「
三
つ
の
コ
リ
ア
ン
・
メ
ロ
デ
ィ
」
よ

り
「
民
謡
調
」、
石
井
美
笑
子
と
の
デ
ュ
エ
ッ
ト
作
品
「
心
の
流

れ
」
な
ど
）

　

そ
し
て
、
三
番
目
の
創
作
作
品
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
現

在
の
と
こ
ろ
崔
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
大
半
を
占
め
る
作
品
は
、
二
番
目
の

種
類
で
、
リ
リ
カ
ル
な
作
品
だ
と
い
う
。
ま
た
、
中
村
は
崔
が
手
に
よ
る

マ
イ
ム
や
肩
の
動
き
に
巧
み
な
こ
と
や
体
の
動
き
の
軽
妙
な
軽
さ
（
飄
軽

さ
）
は
、
彼
女
の
恵
ま
れ
た
肢
体
を
十
分
に
美
し
く
見
せ
、
身
体
の
線
を

生
か
せ
る
技
術
に
優
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
村
は
、
崔
が
朝
鮮

と
い
う
独
自
性
に
頼
る
こ
と
な
く
、
か
つ
彼
女
自
身
の
基
盤
と
す
る
民
族

性
は
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
要
素
と
認
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
崔

の
民
族
意
識
は
現
在
の
朝
鮮
の
生
活
に
結
び
つ
い
た
舞
踊
を
創
造
す
る
だ

ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
翌
年
一
九
三
六
年
九
月
二
二
〜
二
四
日
に
は
日
比
谷
公
会
堂
で
、

崔
承
喜
第
三
回
新
作
舞
踊
発
表
会
を
開
い
て
い
る
。

（
こ
の
記
述
か
ら
は
「
す
べ
て
新
作
を
発
表
」
と
い
う
記
述
は
否
定
さ
れ

る
）

　

森
の
舞
台
評
で
注
目
す
べ
き
は
朝
鮮
舞
踊
風
の
作
品
を
踊
る
時
に
崔
が

使
用
し
た
音
楽
の
リ
ズ
ム
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
朝
鮮
舞
踊
に
特

有
の
三
拍
子
で
は
な
く
、
二
拍
子
あ
る
い
は
四
拍
子
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
例
え
ば
、「
巫
女
の
舞
」（
作
曲
＝
李
錫
）
で
は
最
初
、
太
鼓
と
と
も

に
ゆ
っ
く
り
二
拍
子
で
始
ま
っ
た
曲
が
、
途
中
で
三
拍
子
に
な
り
、
さ
ら

に
テ
ン
ポ
が
速
ま
っ
た
二
拍
子
と
な
る
な
ど
、
一
曲
の
な
か
で
も
拍
子
や

テ
ン
ポ
の
変
化
が
入
る
。
か
つ
て
崔
が
漠
の
も
と
で
学
ん
だ
リ
ト
ミ
ッ
ク

の
リ
ズ
ム
の
変
化
に
対
応
す
る
身
体
を
訓
練
し
た
素
地
が
あ
っ
て
初
め
て

こ
う
し
た
変
化
す
る
曲
に
対
応
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
対

応
の
仕
方
が
恐
ら
く
、
朝
鮮
舞
踊
の
伝
統
的
な
技
法
で
は
な
か
っ
た
と
こ

ろ
に
、
崔
の
朝
鮮
舞
踊
風
と
い
う
創
作
舞
踊
に
批
判
が
集
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
、
推
測
さ
れ
る
。（
朝
鮮
本
土
に
お
い
て
、
西
洋
舞
踊

の
リ
ズ
ム
論
が
移
入
さ
れ
る
時
機
に
つ
い
て
も
、
検
証
が
必
要
な
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
保
留
と
し
て
先
に
進
み
た
い
。）

　

ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
舞
踊
批
評
の
中
村
秋
一
は
、
そ
れ
ま
で
の

崔
の
作
風
を
次
の
三
種
に
分
類
し
て
い
る（

18
）。
中
村
の
分
類
に
も
と
づ
い

て
崔
の
作
品
を
分
け
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。

1
、
朝
鮮
舞
踊
を
単
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
作
品
（
例
「
三
つ
の
コ
リ
ア
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く
せ
の
あ
る
石
井
系
の
拙
劣
な
技
巧
の
崔
承
喜
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
出

て
、
…
…
」（19
）と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
石
井
系
の
拙
劣
な
技
巧
」
が

ど
の
よ
う
な
動
き
を
さ
し
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
リ

ト
ミ
ッ
ク
を
基
本
と
し
た
ア
ク
セ
ン
ト
の
は
っ
き
り
し
た
動
き
が
、
充
分

に
こ
な
れ
て
い
な
い
と
、
ギ
ク
シ
ャ
ク
と
し
た
拙
い
動
き
と
感
じ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

崔
承
喜
は
天
性
の
恵
ま
れ
た
姿
態
を
生
か
し
、
そ
の
美
し
さ
を
存
分
に

提
供
す
る
た
め
、
そ
の
作
品
の
多
く
が
独
舞
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
時
に

複
数
で
踊
る
物
語
舞
踊
作
品
の
少
な
さ
を
証
明
し
て
い
る
。
畢
竟
、
崔
自

身
が
踊
る
小
品
の
演
目
で
、
変
化
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

江
口
博
の
批
評

　

舞
踊
評
論
家
と
し
て
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
舞
踊
界
を
支
え
た
江
口
博

も
、
同
じ
第
三
回
発
表
会
を
み
て
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

崔
承
喜
の
朝
鮮
舞
踊
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
無
論
朝
鮮
の
純
粋
な
郷
土

舞
踊
で
は
な
い
。
朝
鮮
の
郷
土
舞
踊
か
ら
そ
の
技
法
を
借
り
て
、
崔
承

喜
が
創
案
し
た
独
特
の
舞
踊
形
式
で
あ
る
。
…
…

　

と
、
崔
の
踊
る
朝
鮮
舞
踊
は
伝
統
的
な
そ
れ
で
は
な
い
、
と
明
言
し
て

「
三
つ
の
パ
ロ
デ
ィ
」（
朝
鮮
古
曲
？
）、「
巫
女
の
踊
り
」（
朝
鮮
古

曲
？
）、「
支
那
風
の
踊
り
」（
打
楽
器
伴
奏
）

「
ジ
ャ
ズ
風
の
踊
り
」（
レ
タ
キ
ー
ム
曲
？
）、「「
ア
リ
ラ
ン
」
物
語
」

（
朝
鮮
民
謡
曲
）、「
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
・
エ
チ
ュ
ー
ド
」（
シ
ョ
パ
ン

曲
）、「
太
鼓
の
踊
り
」（
打
楽
器
伴
奏
）、「
新
羅
の
壁
画
よ
り
」（
朝
鮮

古
曲
）、「
詩
曲
（
？
）」（
ラ
ー
ゲ
エ
ル
曲
）、「
田
舎
娘
と
荷
馬
車
」

（
ブ
ー
ロ
グ
曲
）、「
仮
面
に
依
る
ト
リ
オ
」（
朝
鮮
古
曲
）、「
日
本
の
幻

想
」（
山
田
耕
筰
曲
）、「
妨
げ
ら
れ
し
セ
レ
ナ
ー
デ
」（
ド
ビ
ッ
シ
ー

曲
）、「
む
ら
の
群
舞
」「
誘
惑
の
踊
り
」（
朝
鮮
古
曲
）、「
無
言
歌
」

（
シ
ョ
パ
ン
曲
）

（
演
目
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
、
他
の
資
料
と
合
致
す
る
演
目
、
他
は
映
像

よ
り
推
測
さ
れ
た
演
目
）

　

こ
の
第
三
回
の
発
表
会
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
六
年
『
舞
踊
新
潮
』
一

〇
月
号
、
一
一
月
号
に
二
人
の
批
評
家
が
評
を
寄
せ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

も
厳
し
い
批
評
で
あ
る
。
小
宮
襄
二
は
か
な
り
主
観
的
な
評
だ
が
、
特
に

崔
の
朝
鮮
舞
踊
が
「
素
材
と
な
る
朝
鮮
郷
土
の
舞
踊
の
種
切
れ
に
よ
っ
て

曲
目
」
が
貧
し
く
、
手
法
に
な
ん
の
工
夫
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
貧

し
さ
を
糊
塗
す
る
よ
う
に
日
本
風
な
ど
取
り
入
れ
て
い
た
が
、
ど
れ
も
単

な
る
表
面
的
な
印
象
を
踊
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
か
で
も
「
愚
者
の

セ
レ
ナ
ー
デ
」
に
は
、「
舞
踊
の
基
礎
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
難
点
を
持
ち
、
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ま
た
江
口
の
評
に
も
ど
る
と
、
第
一
回
、
第
二
回
と
好
評
だ
っ
た
崔
の

新
作
発
表
会
が
、
新
し
い
朝
鮮
舞
踊
に
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん
だ
第
三

回
目
で
こ
と
ご
と
く
不
評
を
か
っ
た
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

…
…
簡
単
に
い
う
と
、
朝
鮮
舞
踊
に
腰
を
入
れ
か
け
た
そ
の
半
面
に
、

彼
女
の
洋
舞
が
ひ
ど
く
手
薄
に
な
っ
た
こ
と
が
第
一
。
そ
の
第
二
は
、

元
来
が
一
律
的
で
単
調
な
朝
鮮
舞
踊
が
、
漸
く
人
の
眼
に
馴
れ
は
じ
め

て
来
た
こ
と
…
…
（
略
）
…
…

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
意
識
し
た
崔
承
喜
が
、
当
然
な
す
べ
き
は
ず
の
朝

鮮
舞
踊
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
内
容
の
豊
富
化
を
図
る
前
に
、
先
ず
絢

爛
多
彩
の
衣
裳
と
外
形
的
装
飾
に
変
化
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
意
識
的
な
変
装
が
、
単
に
朝
鮮
舞
踊
に
止
ま
っ
て
い

る
な
ら
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
多
彩
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体

に
亘
っ
て
押
し
広
げ
ら
れ
た
そ
の
結
果
は
、
今
回
の
如
き
ヴ
ァ
ラ
エ
テ

ィ
の
み
を
追
う
変
装
の
舞
踊
劇
術
の
如
き
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
…
…

…
…
折
角
の
朝
鮮
舞
踊
を
も
ち
な
が
ら
、
こ
れ
に
作
品
と
し
て
の
十
分

な
琢
磨
を
施
す
こ
と
な
く
、
徒
に
間
口
を
広
げ
た
こ
と
に
対
す
る
警
告

で
あ
る
。

　

江
口
は
崔
承
喜
の
こ
れ
か
ら
な
す
べ
き
こ
と
は
、
自
身
が
創
始
し
た
朝

い
る
。
さ
ら
に
崔
が
朝
鮮
舞
踊
を
踊
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
た
理
由
と
し

て
、
そ
も
そ
も
洋
舞
を
学
ぼ
う
と
舞
踊
家
を
志
し
た
も
の
が
、
自
国
の
民

俗
舞
踊
を
踊
る
こ
と
は
、
洋
舞
が
未
熟
だ
か
ら
朝
鮮
舞
踊
に
逃
げ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
自
分
の
姿
勢
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
洋
舞
へ
の
夢
が
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、

新
し
く
朝
鮮
舞
踊
を
創
作
す
る
こ
と
に
自
信
が
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
古

来
正
統
な
朝
鮮
舞
踊
を
崩
す
こ
と
に
つ
い
て
の
故
国
へ
の
顧
慮
が
あ
っ
た

の
だ
と
、
江
口
は
分
析
し
て
い
る（

20
）。
確
か
に
西
洋
舞
踊
を
学
び
た
い
一

心
で
、
漠
の
門
下
と
な
っ
た
崔
に
と
っ
て
、
自
国
本
来
の
舞
踊
を
踊
る
こ

と
に
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

　

崔
承
喜
が
朝
鮮
舞
踊
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
四
年
再
来
日
後
の
崔
の
発
表
会
で
の
演
目
か
ら
、
妓
生
が
踊
る
も

の
と
い
う
通
念
を
破
り
、
崔
が
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
取
り
い
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
漠
の
推
測
が
あ
っ
た
が
、
江
口
の
こ
の
分
析
の
よ
う
に
、

朝
鮮
伝
統
舞
踊
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
崔
が
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
と

す
る
ほ
う
が
、
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
僧
の
舞
」
は
朝
鮮
伝
統

舞
踊
の
な
か
で
も
「
剣
舞
」
な
ど
と
と
も
に
、
重
要
な
演
目
と
な
っ
て
い

る
こ
と
や
、
い
わ
ゆ
る
妓
生
が
専
ら
に
し
た
と
い
う
演
目
（
例
え
ば
、
立

舞
、
杖
鼓
舞
、
な
ど
）
を
崔
は
取
り
入
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
宮
廷
舞

や
、
民
俗
舞
踊
を
源
と
す
る
演
目
を
ア
ダ
プ
ト
（
翻
案
）
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
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ム
が
こ
ぞ
っ
て
彼
女
を
取
り
上
げ
る
傾
向
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
皮
肉
な

視
線
を
投
げ
た
あ
と
、
次
に
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

…
…
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
踊
ら
せ
ら
れ
、
大
衆
の
奴
隷
に
な
っ
て
い
る
。

彼
女
は
自
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
屈
伏
し
、
大
衆
に
迎
合
し
て
い
る
！

　

今
度
の
舞
踊
会
で
は
一
つ
の
み
る
べ
き
も
の
も
な
か
っ
た
。
…
…
僅

か
に
見
る
に
値
し
た
も
の
は
、
軽
快
な
「
草
笠
踊
」
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
も
の
は
、
新
作
と
云
い
旧
作
と
云
い
ど
れ
も
つ
ま
ら
な
い
も

の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
殊
に
嘗
て
可
成
面
白
く
思
わ
れ
た
旧
作
が
ま
る

で
つ
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。

か
な
り
手
厳
し
い
批
判
で
あ
る
。
村
田
は
こ
の
よ
う
に
崔
を
大
衆
迎
合
的

な
レ
ベ
ル
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
も
い
る
。
と
に
か
く
、
欧
米
公
演
に
出
る
前

の
崔
承
喜
の
舞
踊
の
評
価
は
、
か
つ
て
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と

は
か
け
離
れ
た
評
価
と
な
っ
て
い
た
。

最
後
に

　

崔
承
喜
が
二
度
目
の
来
日
か
ら
、
海
外
公
演
に
出
る
前
ま
で
の
約
五
年

鮮
舞
踊
を
舞
台
芸
術
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
責
務
だ
と
結
ん
で
い
る
。
彼

の
批
評
の
中
に
は
、
崔
承
喜
が
母
国
朝
鮮
固
有
の
舞
踊
を
踊
る
こ
と
に
対

す
る
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
か
な
り
適
格
に
述
べ
て
い
る
。
江
口
の
批

評
は
ま
た
同
時
に
、
彼
女
の
舞
踊
が
大
衆
的
な
舞
踊
を
目
ざ
そ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
る
と
、
朝
鮮
の
古
曲
な
ど
の
舞
踊
に
使
用
さ

れ
る
音
曲
と
そ
の
リ
ズ
ム
は
、
崔
承
喜
が
作
舞
の
際
に
取
り
組
む
べ
き
重

要
な
要
素
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

リ
ト
ミ
ッ
ク
を
体
得
し
た
崔
の
リ
ズ
ム
感
と
、
朝
鮮
舞
踊
本
来
の
リ
ズ

ム
と
を
比
較
し
た
先
行
研
究
は
、
管
見
に
し
て
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
極
少
だ
が
残
さ
れ
た
崔
承
喜
の
映
像
資
料
を
も
と

に
、
リ
ズ
ム
の
面
か
ら
分
析
す
る
研
究
の
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

崔
は
翌
一
九
三
七
年
九
月
二
七
〜
二
九
日
、
東
京
劇
場
で
「
崔
承
喜
渡

欧
告
別
・
新
作
発
表
会
」
を
開
催
す
る
。
演
目
は
次
の
通
り
。

「
舞
女
」「
鳳
山
タ
ー
ル
」「
金
剛
山
の
双
曲
」「
高
句
麗
の
狩
人
」「
パ

ン
ア
打
鈴
」「
玉
笛
の
曲
」「
天
下
大
将
軍
」「
草
笠
童
」

　

こ
の
公
演
は
、
続
く
崔
の
欧
米
を
巡
演
す
る
海
外
に
出
発
す
る
に
際
し

て
行
わ
れ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
朝
鮮
舞
踊
を
思
わ
せ
る
タ
イ
ト
ル
の
作

品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
舞
台
に
つ
い
て
は
、
村
田
晴
彦
の
評
が
出
て
い

る（
21
）。
村
田
は
崔
が
近
年
、
爆
発
的
な
人
気
を
獲
得
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
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の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
客
観
的
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
つ
ま
り
、
民

族
舞
踊
家
で
は
な
く
、
近
代
舞
踊
家
と
し
て
朝
鮮
の
舞
踊
文
化
を
担
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
発
表
は
、
リ
ト
ミ
ッ
ク
と
い
う
西
洋
の
リ
ズ
ム
概
念
が
、
崔
承

喜
の
舞
踊
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
を
変
え
て
現
れ
て
き
た
の
か
、
を
わ
ず

か
に
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
崔
に
関
す
る
さ
ら
な
る
資

料
の
発
見
と
、
そ
れ
ら
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
が
す
す
む
こ

と
を
期
待
し
て
、
本
論
を
終
わ
り
た
い
。

　

な
お
、
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
貴
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
企
画
に

て
、
本
論
考
を
発
表
す
る
機
会
を
頂
け
ま
し
た
こ
と
を
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク

教
授
な
ら
び
に
関
係
者
の
皆
様
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

間
の
公
演
記
録
か
ら
、
当
時
、
彼
女
の
創
作
舞
踊
の
技
法
の
基
盤
に
リ
ト

ミ
ッ
ク
を
位
置
づ
け
て
考
察
し
た
。
朝
鮮
伝
統
舞
踊
に
本
格
的
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四
〇
年
の
四
年
に
わ
た
る

海
外
公
演
の
後
で
あ
り
、
そ
の
後
、
戦
争
を
は
さ
ん
で
、
彼
女
の
身
辺
も

大
き
く
変
化
し
て
ゆ
く
。

　

崔
承
喜
の
舞
踊
作
品
の
一
つ
一
つ
に
対
し
て
、
そ
の
基
盤
に
石
井
漠
か

ら
修
得
し
た
リ
ト
ミ
ッ
ク
と
い
う
近
代
的
リ
ズ
ム
概
念
が
反
映
さ
れ
て
い

た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
段
階
で
は
断
言
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
洋
舞
を
体
得
し
た
く
て
石
井
漠
に
入
門
し
た
彼
女
が
、
そ
れ
ま
で
自

身
の
内
部
に
あ
っ
た
朝
鮮
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
応
な
く
気
づ

か
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
観
客
が
求
め
る
朝
鮮
の

舞
踊
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
応
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
崔

の
屈
折
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、
彼
女
は
朝
鮮
に
帰
属
す
る

※　

用
語
の
整
合
性
を
と
る
た
め
に
、
韓
半
島
全
域
を
さ

す
言
葉
と
し
て
「
朝
鮮
」
を
使
用
す
る
。

（
1
）
石
井
漠
「
新
日
本
の
舞
踊
に
つ
い
て
」『
舞
踊
日
本
』

創
刊
号
、
一
九
三
三
年
一
一
月
一
日
発
行

（
2
）
ヨ
ッ
ヘ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
新
し
い
身
体
の
自
由
」

（『
ド
イ
ツ
・
ダ
ン
ス
の
一
〇
〇
年
』
一
九
九
六
年
、

東
京
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
）p10

よ
り

（
3
）
石
井
漠
『
舞
踊
藝
術
』p79

、（
玉
川
学
園
出
版
部
、

一
九
三
三
年　

東
京
）

（
4
）
同
上
、p80

（
5
）
同
上
、p77

（
6
）
同
上
、pp7-8

註
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①　
「
囚
わ
れ
た
る
人
」（
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
曲
。
石
井
漠
ソ

ロ
作
品
、
ド
イ
ツ
、
ウ
ー
フ
ァ
ー
フ
ィ
ル
ム
、
レ
ニ
・

リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
監
督
「
愛
と
力
へ
の
道
」
一

九
二
三
年
頃
、
抜
粋
）
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「
グ
ロ
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ス
ク
」（
グ
リ
ー
ク
曲
、
カ
エ
ル
の
生
活
を

描
い
た
ト
リ
オ
）、「
マ
ス
ク
」
Ｄ
Ｖ
Ｄ　

い
ず
れ
も
一

九
二
六
年
一
〇
月
三
越
屋
上
で
上
演
さ
れ
た
記
録
映
像

③　
「T

he Story of D
ancer

」
よ
り
、「Sham

an D
ance

」

（
一
九
三
二
年
か
？
）、「
狂
え
る
動
き

―
打
楽
器
に
よ

る
」（
一
九
三
三
年
、
京
城
で
上
演
さ
れ
た
も
の
か
？
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い
ず
れ
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抜
粋
部
分
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“Actualité du M
onde

”　N
o.3

よ
り
「
玉
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の
踊
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一
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四
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、
東
京
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塚
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場
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使
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映
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（
7
）
石
井
漠
『
舞
踊
の
本
質
と
其
創
作
法
』p18

（
人
文

會
出
版
部
、
一
九
二
七
年　

東
京
）

（
8
）
小
林
宗
作
は
、
漠
の
遊
学
と
同
年
の
一
九
二
三
年

（
大
正
一
二
年
）
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
、
パ

リ
で
二
年
間
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
学
ん

で
い
る
。
帰
国
後
も
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
再

び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
、
ダ
ル
ク
ロ
ー
ズ
の
も
と

で
リ
ト
ミ
ッ
ク
を
一
年
間
学
ん
だ
。
ト
モ
エ
学
園
は

一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
年
）
創
設
さ
れ
た
が
、
そ

れ
以
前
か
ら
、
石
井
漠
舞
踊
研
究
所
等
で
リ
ト
ミ
ッ

ク
を
教
え
て
い
る
。

（
9
）
黒
柳
徹
子
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
』
講
談
社
文

庫
、
二
〇
一
〇
年
、p117

〜p123

（
10
）
同
上
、pp119

〜121

（
11
）「
折
田
克
子
の
リ
ト
ミ
ッ
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、
ダ
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サ
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と
っ
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ぜ
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レ
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ニ
ン
グ
方
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の
か
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早

川
ゆ
か
り
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ダ
ン
ス
ワ
ー
ク
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七
二
、
二
〇
一
五

年
冬
号
、p11

（
12
）
石
井
漠
『
世
界
舞
踊
芸
術
史
』p223

（
玉
川
学
園

出
版
部
、
一
九
四
三
年　

東
京
）

（
13
）
江
口
博
「
崔
承
喜
の
朝
鮮
舞
踊
」『
舞
踊
新
潮
』
一

九
三
六
年
一
一
月
号　

pp14-15

（
14
）
崔
承
喜
の
こ
と
を
漠
は
親
し
み
を
込
め
て
承
子
と
呼

ん
で
い
た
。『
舞
踊
日
本
』
一
九
三
四
年
八
月
一
日

号N
o.10　

六
面
参
照

（
15
）『
舞
踊
日
本
』
一
九
三
四
年
八
月
一
日
号N

o.10

、

八
面

（
16
）「
崔
承
喜
の
こ
と
」『
舞
踊
日
本
』
一
九
三
四
年
八
月

一
日N

o.10　

七
―
八
面

（
17
）『
舞
踊
新
潮
』
一
九
三
五
年
一
二
月
号　

p19

〜20 

（
18
）
中
村
秋
一
『
舞
踊
と
文
化
』p458-460

、
人
文
閣
、

一
九
四
一
年

（
19
）「
崔
承
喜
を
見
る
」『
舞
踊
新
潮
』
一
九
三
六
年
一
〇

月
号
、p20

（
20
）「
崔
承
喜
の
朝
鮮
舞
踊
」『
舞
踊
新
潮
』
一
九
三
六
年

一
一
月
号
、pp14

〜15 

（
21
）「
哀
れ
崔
承
喜
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舞
踊
新
潮
』
一
九
三
七
年
一
一
月

号　

pp29-30


