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京
都
で
舞
台
芸
術
に
お
け
る
身
体
を
考
え
る

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・
ル
ペ
ル
テ
ィ

最
近
の
理
科
系
と
人
文
科
系
の
分
野
に
お
い
て
「
身
体
」
を
吟
味
す
る
研
究
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
ま
た
、

日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
舞
台
芸
術
の
専
門
家
に
よ
る
身
体
論
も
夥
し
い
数
に
上
る
。
そ
れ
で
は
、
京
都
に

あ
る
日
文
研
で
日
本
の
舞
台
芸
術
の
身
体
の
あ
り
方
を
い
ま
改
め
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
義
が

あ
る
の
か
。

舞
台
芸
術
は
、
演
者
の
身
体
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
が
、
各
種
の
舞
踊
・
ダ
ン
ス
、
ま
た
能
、
狂
言
、
歌
舞
伎

な
ど
の
伝
統
演
劇
か
ら
、
現
代
の
演
劇
に
い
た
る
ま
で
豊
か
な
舞
台
芸
術
を
誇
る
日
本
は
、
ど
の
よ
う
な
身
体

観
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
た
か
、
そ
し
て
独
自
の
身
体
観
念
を
も
ち
、
独
特
の
流
れ

が
認
め
ら
れ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
、
一
人
の
力
で
は
な
く
、
多
人
数
の
各
分
野
の
専
門
家
の
協
力
に

よ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
刺
激
的
な
挑
戦
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
は
今
で
も
息
づ
い
て
い
る
伝
統
演
劇
の
ほ
か
に
、
近
代
か
ら
変
容
し
な
が
ら
展
開
し

て
き
た
近
現
代
演
劇
、
ま
た
多
彩
な
民
俗
芸
能
の
世
界
が
生
み
出
し
た
舞
、
踊
り
、
日
本
舞
踊
や
、
モ
ダ
ン
・

ダ
ン
ス
、
舞
踏
、
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ダ
ン
ス
な
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
も
あ
わ
せ
も
つ
特
殊
な
状
況
の
国

で
あ
る
。
人
間
の
身
体
だ
け
で
は
な
く
、
昔
か
ら
人
形
に
対
す
る
深
い
愛
着
、
親
近
感
を
基
盤
に
、
人
形
浄
瑠

璃
文
楽
を
頂
点
と
す
る
多
彩
な
人
形
劇
な
ど
も
展
開
し
て
き
た
。
現
代
の
舞
台
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
、
ロ

ボ
ッ
ト
・
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
よ
う
な
人
工
的
な
身
体
も
現
れ
て
い
る
。
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身
体
を
め
ぐ
る
思
想
、
身
体
と
神
聖
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
の
信
仰
、
生
と
死
の
思
想
、
心
身
の
関
わ
り
に

対
す
る
観
念
と
い
う
も
の
の
考
察
は
無
視
で
き
ず
、
民
俗
芸
能
、
祭
祀
、
儀
礼
、
神
楽
な
ど
の
流
れ
の
な
か
に

調
べ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
源
泉
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
、
本
意
を
観
出
し
た

い
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
よ
う
な
源
流
が
原
型
に
近
い
形
で
伝
わ
っ
て
き
た
の
は
、
中
央
よ
り
も

地
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
中
国
王
朝
を
は
じ
め
、
大
陸
を
模
範
に
し
な
が
ら
、
大
陸
と
地
方
か
ら

の
歌
舞
、
芸
能
を
集
め
、
強
い
中
央
集
権
を
立
て
よ
う
と
し
た
過
程
の
中
で
、
歴
代
天
皇
と
宮
廷
を
と
り
ま
く

公
卿
、
そ
し
て
武
家
が
育
ま
れ
た
文
化
も
い
わ
ゆ
る
「
国
風
歌
舞
」
な
ど
を
美
化
、
様
式
化
へ
の
傾
向
を
進
み

な
が
ら
、
大
事
な
役
割
を
果
し
た
。
同
様
に
、
寺
院
で
栄
え
た
延
年
の
舞
、
風
流
な
ど
も
、
民
間
で
流
行
っ
た

田
楽
や
大
陸
か
ら
わ
た
っ
た
諸
芸
諸
技
術
か
ら
な
っ
た
猿
楽
も
、
地
方
、
寺
社
な
ど
か
ら
都
へ
合
流
し
た
。
ま

た
、
都
か
ら
発
信
さ
れ
る
多
彩
な
文
化
現
象
の
交
流
に
よ
っ
て
、
救
心
的
、
遠
心
的
な
動
き
を
く
り
返
し
、
舞

台
芸
術
の
豊
か
な
文
化
活
動
が
人
間
の
生
活
を
育
ん
で
き
た
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
平
安
朝
時
代
か
ら
政
治
機

能
を
は
た
し
な
が
ら
、
経
済
都
市
と
し
て
も
発
展
し
て
き
た
京
都
は
、
時
代
と
と
も
に
日
本
の
文
化
に
特
別
な

位
置
を
占
め
、
い
ま
で
も
色
濃
く
そ
の
長
い
伝
統
の
厚
み
と
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
。

室
町
時
代
に
、
北
山
文
化
、
東
山
文
化
等
を
全
盛
に
も
た
ら
し
た
足
利
将
軍
の
政
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
、
近

世
で
も
栄
え
た
能
は
、
観
世
流
、
金
剛
流
と
も
に
現
在
の
京
都
の
舞
台
で
も
深
い
趣
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、

歌
舞
伎
界
で
も
、
上
方
の
系
統
が
戦
後
に
大
き
く
衰
え
の
兆
し
を
見
せ
た
中
に
、
上
方
歌
舞
伎
を
代
表
す
る
家

柄
、
役
者
な
ど
の
芸
が
、
限
ら
れ
た
レ
パ
ー
ト
リ
の
な
か
で
、
上
方
特
有
の
型
に
基
づ
い
た
演
技
に
存
在
感
を

取
り
戻
し
た
舞
台
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。
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舞
踊
の
世
界 

最
近
、
私
は
舞
踊
の
世
界
に
も
魅
せ
ら
れ
て
き
た
。
特
に
近
代
に
な
っ
て
か
ら
、
歌
舞
伎
専
用
の
「
振
付

師
」
と
し
て
の
舞
踊
の
師
匠
が
よ
う
や
く
歌
舞
伎
界
か
ら
自
立
し
、
演
劇
向
け
の
舞
踊
の
束
縛
か
ら
解
放
さ

れ
、
独
自
の
創
作
活
動
の
場
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
私
は
そ
こ
か
ら
発
展
し
た
日
本
舞
踊
に
興
味
を

も
ち
、
坪
内
逍
遥
に
触
発
さ
れ
た
新
舞
踊
か
ら
モ
ダ
ン
・
ダ
ン
ス
の
芽
生
え
と
な
る
境
、
そ
の
転
換
期
の
魅
力

と
問
題
点
に
注
目
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
、
女
性
に
よ
る
日
舞
の
新
し
い
領
域
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
振
付

師
兼
踊
り
手
の
女
性
の
姿
が
輝
か
し
く
目
立
つ
。
た
と
え
ば
新
潟
生
ま
れ
の
藤
蔭
静
樹
（
一
八
八
〇
〜

一
九
六
六
）、
秋
田
出
身
の
五
条
珠
実
（
一
八
九
九
〜
一
九
八
七
）
な
ど
で
、
ま
た
男
性
で
も
モ
ダ
ン
・
ダ
ン

ス
の
先
駆
者
、
石
井
漠
（
一
八
八
六
〜
一
九
六
二
）
と
舞
踏
家
土
方
巽
（
一
九
二
八
〜
一
九
八
六
）
は
同
じ
く

秋
田
、
江
口
隆
哉
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
七
七
）
も
青
森
生
ま
れ
と
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
東
北
出
身
者
が
多
い
。

他
方
、
舞
台
舞
踊
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
っ
た
座
敷
舞
も
あ
る
。
そ
れ
は
上
方
舞
と
呼
ば
れ
、
な

か
に
井
上
流
と
篠
塚
流
の
よ
う
な
京
舞
も
あ
り
、
独
自
の
美
を
発
揮
し
て
き
た
。
井
上
流
の
京
舞
は
、
能
や
御

殿
舞
を
源
と
し
な
が
ら
、
能
の
曲
を
や
わ
ら
か
に
く
ず
し
た
「
本
行
物
」、
文
楽
な
ど
の
も
の
を
踏
ま
え
た

「
操
り
式
」
の
曲
な
ど
の
レ
パ
ー
ト
リ
を
持
つ
が
、
ま
た
祇
園
の
師
匠
と
な
り
、「
都
踊
」
も
創
始
し
た
。
坪
内

逍
遥
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
阪
の
山
村
流
の
柔
ら
か
い
線
に
よ
る
「
雪
鼎
、
関
月
あ
た
り
の
美
人
画
」

の
よ
う
な
草
書
の
美
意
識
と
は
異
な
っ
た
趣
で
、
能
の
よ
う
に
「
直
線
式
」
で
「
厳
格
の
教
授
法
」
に
よ
る
動

作
が
「
簡
素
」「
沈
静
」、「
的
確
」「
鮮
明
」
で
、「
几
帳
面
に
格
に
入
り
過
ぎ
て
、
自
由
な
、
洒
脱
な
面
白
味

に
は
乏
し
い
」
と
い
う
気
配
も
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（「
わ
が
六
大
舞
踊
派
の
特
質
」
一
九
一
七
年
）。

京
舞
は
、
舞
台
の
た
め
に
華
や
か
に
踊
る
女
形
と
立
役
の
歌
舞
伎
舞
踊
と
違
い
、
女
性
の
身
に
合
っ
た
独
特
な

舞
の
美
を
生
み
出
し
た
。
江
戸
好
み
に
は
「
き
び
き
び
し
た
鮮
か
な
面
白
み
」
が
あ
っ
て
も
、「
窮
屈
」
と
も
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感
じ
ら
れ
る
閉
じ
ら
れ
た
世
界
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
極
く
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
な
か
で
、
静
か
な
地
唄
な

ど
を
基
調
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
パ
ッ
と
す
る
よ
う
な
舞
台
転
換
、
煌
び
や
か
な
変
化
を
作

り
出
す
と
い
う
所
作
の
運
び
方
と
異
な
る
。
ま
た
、
舞
台
の
上
で
柔
ら
か
に
、
軽
や
か
に
身
体
と
身
振
り
を
運

ん
で
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
流
動
性
を
演
出
す
る
役
者
の
芸
よ
り
も
、
し
み
じ
み
と
じ
っ
く
り
味
わ
え
る
ゆ
る

や
か
な
能
を
基
盤
と
し
た
舞
で
あ
る
。

変
身
す
る
身
体

能
の
舞
の
基
本
は
、
平
和
と
繁
栄
を
祈
る
儀
式
曲
と
し
て
古
来
か
ら
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
農
耕
儀
礼
の
舞

『
翁
』、
つ
ま
り
老
体
の
舞
で
あ
る
。
他
方
、
世
阿
弥
が
幽
玄
の
結
晶
な
る
天
女
の
舞
も
、
稚
児
の
舞
も
重
要
視

し
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
能
の
シ
テ
は
、
古
く
か
ら
田
楽
や
大
和
猿
楽
の
伝
統
か
ら
受
け
継
が
れ
た
強
く

険
し
い
鬼
の
舞
と
と
も
に
、
神
、
老
体
、
天
女
、
軍
体
、
女
体
な
ど
、
男
性
の
身
体
も
女
性
の
身
体
も
兼
ね
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

事
実
、
能
の
舞
台
に
神
は
女
性
の
姿
を
借
り
、
男
性
の
姿
で
現
れ
る
。
憑
依
に
よ
っ
て
現
れ
る
場
合
、
化
身

と
な
っ
て
出
現
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
神
も
役
者
も
自
由
自
在
に
男
体
か
女
体
と
し
て
舞
台
に
登
場
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
井
筒
』
の
よ
う
に
在
原
業
平
の
形
見
の
冠
直
衣
を
身
に
ま
と
い
姿
を
映
す
紀
有
常
の

娘
、『
松
風
』
の
よ
う
に
行
平
の
形
見
の
衣
装
を
着
て
激
し
く
舞
う
松
風
、『
卒
都
婆
小
町
』
の
深
草
少
将
が
取

り
憑
い
た
小
町
な
ど
、「
女
と
も
見
え
ず
。
男
な
り
け
り
」。

実
は
、
語
り
物
の
伝
統
を
汲
む
能
も
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
憑
依
や
化
身
の
場
合
で
は
な
く
て

も
、
同
じ
人
物
で
も
、
主
人
公
と
な
る
シ
テ
は
、
語
り
の
中
で
、
地
謡
と
対
話
、
交
代
し
な
が
ら
、
描
写
、
叙

述
、
動
作
な
ど
に
よ
っ
て
多
数
の
人
物
に
な
り
変
わ
る
よ
う
な
場
合
は
た
び
た
び
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
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物
語
性
の
あ
る
日
本
舞
踊
で
も
、
そ
の
よ
う
な
独
特
な
手
法
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
変
身
こ
そ
日
本
舞
踊

の
魅
力
の
ひ
と
つ
と
も
言
え
る
。

江
戸
時
代
の
末
期
に
流
行
る
歌
舞
伎
の
「
変
化
物
」
の
場
合
、
役
者
は
衣
裳
、
化
粧
な
ど
を
変
え
な
が
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
人
物
に
扮
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
変
身
と
物
ま
ね
の
わ
ざ
を
駆
使
し
な
が
ら
、
踊
り
分
け

る
芸
の
見
せ
場
を
演
じ
る
が
、
そ
の
場
合
、
引
き
抜
き
、
早
変
わ
り
な
ど
の
技
法
を
通
し
て
、
視
覚
的
に
も
観

客
の
心
と
目
を
奪
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
織
り
な
す
。
踊
り
の
中
で
多
種
の
人
物
像
を
形
作
り
、
役
柄
の
多
様
性

と
俳
優
の
多
面
性
と
多
能
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
舞
踊
と
な
る
。
神
、
鬼
、
人
間
、
動
物
、
植
物
、
幽
霊
と
妖

怪
変
化
に
変
身
し
て
い
く
肉
体
を
表
現
し
、
物
ま
ね
と
美
的
表
現
を
極
め
る
の
が
主
眼
で
、
そ
れ
と
と
も
に
演

出
、
舞
台
も
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

近
代
と
現
代
、
影
／
陰
と
し
て
の
身
体

近
代
か
ら
の
舞
踊
で
は
、
自
分
を
通
し
て
他
を
演
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
様
式
（
型
）
と
役
な
ど
と
い
っ
た
束

縛
を
消
し
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
「
自
然
」
な
自
己
表
現
へ
、
人
物
を
演
じ
な
い
で
自
分
を
表
現
し
な
が
ら
純

粋
に
踊
る
こ
と
に
憧
れ
て
い
く
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
バ
レ
エ
、
能
、
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
の
結
晶
と
な
っ
た
様

式
に
反
逆
し
て
よ
り
自
由
で
個
性
的
な
モ
ダ
ン
・
ダ
ン
ス
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
ダ
ン
ス
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
衣
裳
な
ど
も
簡
単
に
略
し
て
裸
足
に
な
っ
て
解
放
さ
れ
た
身
体
性
を
作
ろ
う
と
し
て
、
内
面
を
深
く
彫
り

出
し
、
そ
こ
か
ら
湧
き
出
る
舞
踊
の
「
自
然
」
の
源
泉
を
探
求
し
た
舞
踊
家
が
登
場
す
る
。
一
人
、
二
人
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
力
動
学
に
よ
る
技
法
と
大
胆
な
開
発
に
よ
っ
て
、
美
し
さ
よ
り
も
悲
し
み
、
醜
さ
、
苦
し
み

ま
で
繊
細
な
感
情
表
現
を
肉
体
で
生
き
、
肉
体
と
空
間
、
絵
画
的
な
も
の
よ
り
彫
刻
的
な
創
作
に
勤
め
、「
詩

を
書
く
身
体
」
を
追
求
す
る
。
歌
舞
伎
に
あ
る
よ
う
な
役
者
中
心
の
圧
倒
的
な
芸
か
ら
の
解
放
で
も
あ
り
、
内
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的
な
「
我
」
を
踊
り
始
め
る
方
向
に
展
開
す
る
。
意
義
か
ら
の
解
放
を
求
め
、
人
物
、
役
に
な
ら
な
い
一
人
の

人
間
と
し
て
の
表
現
、
肉
体
と
し
て
の
存
在
感
の
み
を
主
張
す
る
。
い
わ
ば
、
社
会
的
連
帯
感
、
共
同
体
が
崩

れ
て
い
く
中
で
、
近
代
の
人
間
の
個
性
、
孤
独
な
踊
り
手
一
人
の
表
現
が
中
心
に
な
る
。

戦
後
の
日
本
に
な
る
と
、「
肉
体
」
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
は
舞
台
の
核
心
的
な
課
題
と
な
っ
て
、 

激
し

く
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
官
能
的
な
魅
力
を
潜
め
な
が
ら
、
古
代
か
ら
民
間
芸
能
、
農
耕
が
生
ん
で
き
た
日
本

的
な
身
体
へ
の
回
帰
で
、
生
と
死
と
の
関
わ
り
に
迫
っ
て
い
く
。

今
年
の
春
に
開
催
さ
れ
たK
YO

T
O

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T

で
は
、
海
外
で
も
評
価
さ
れ
て
い
る
岡
田
利
規
よ
り

も
、
大
駱
駝
館
や
個
人
の
ダ
ン
サ
ー
の
方
が
刺
激
的
に
感
じ
た
。
多
数
の
舞
台
が
、 

次
か
ら
次
へ
公
開
、
享
受

さ
れ
、
消
え
て
、
地
方
に
回
ら
な
い
ま
ま
、
使
い
捨
て
に
な
る
東
京
の
消
費
主
義
と
圧
倒
的
な
一
極
主
義
（
パ

リ
も
ロ
ン
ド
ン
も
そ
う
だ
が
）
が
君
臨
し
が
ち
な
日
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
多
彩
な
可
能
性
を
提
供
し

て
く
れ
る
京
都
の
伝
統
、
そ
の
底
か
ら
湧
い
て
く
る
力
は
、
東
京
と
は
異
な
る
物
作
り
の
創
作
性
の
尽
き
な
い

魅
力
が
あ
る
と
期
待
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
今
、
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
に
て
一
九
九
四
年
結
成
の
京
都
生
ま
れ
、

京
都
芸
術
大
学
か
ら
飛
び
出
た
若
手
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
、
ダ
ム
タ
イ
プ
（D

um
b Type

）
の
中
心
メ

ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
故
古
橋
悌
二
の
メ
デ
ィ
ア
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
品
「L

overs

」
が
開
催
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
美
し
い
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
闇
の
な
か
に
、
静
か
な
音
と
と
も
に
流
れ
る
切
な
く
は
か
な
い
人

間
の
陰
／
影
を
眺
め
て
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
。「
肉
体
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
生
と
死
と
性
、
時
間
と
空
間
と

の
関
わ
り
な
ど
を
実
感
さ
せ
る
が
、
光
と
音
の
な
か
で
肉
体
の
物
質
性
も
消
え
た
と
こ
ろ
に
、
ア
ー
ト
と
舞
台

芸
術
の
核
心
的
な
課
題
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
抱
き
あ
え
な
い
で
流
れ
倒
れ
る
姿
を
目
で
追
い
な
が
ら
、
深

い
感
動
と
と
も
に
、
能
『
清
経
』
の
有
名
な
一
節
を
思
い
出
し
た
。「
来
し
方
行
く
末
を
か
ゞ
み
て
終
に
は
い

つ
か
あ
だ
波
の
。
帰
ら
ぬ
は
古
止
ら
ぬ
は
心
づ
く
し
よ
。
此
世
と
て
も
旅
ぞ
か
し
。」
人
生
の
根
幹
と
深
く
関
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わ
る
踊
り
／
ダ
ン
ス
の
生
命
そ
の
も
の
が
見
え
た
。

（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、「
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
」
大
学
ア
ジ
ア
・
地
中
海
ア
フ
リ
カ
研
究
学
科
教
授
／

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
）


