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サ
ン
バ
を
踊
る
哲
学

武
田
千
香
著

『
千
鳥
足
の
弁
証
法
─
マ
シ
ャ
ー
ド
文
学
か
ら
読
み
解
く
ブ
ラ
ジ
ル
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会

　
二
〇
一
三
年
三
月

　
ブ
ラ
ジ
ル
と
は
何
か
。
単
純
で
あ
る
が
ゆ
え
に
困
難
な
こ
の
問
い
に
逸は
や
っ
て

答
え
よ
う
と
す
る
前
に
思
い
出
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
表
象
の
系

譜
に
お
い
て
、
お
お
よ
そ
ふ
た
つ
の
構
え
に
よ
っ
て
ふ
た
つ
の
異
な
る
像
が
現

出
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
中
枢
と
し
て
の
〈
西

洋
〉、
必
ず
し
も
地
理
上
の
存
在
に
限
定
さ
れ
な
い
理
念
と
し
て
の
〈
西
洋
〉

を
背
に
し
て
、
周
縁
と
い
う
か
、
世
界
の
果
て
と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
〈
闇

の
奥
〉

―
や
は
り
地
理
上
の
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
抽
象
的
な
理
念
で

も
あ
る
「
奥セ
ル
タ
ォ
ン地」
や
「
貧フ
ァ
ヴ
ェ
ー
ラ

民
街
」
と
い
う
形
で
現
れ
る

―
を
消
失
点
と

す
る
遠パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

近
法
の
な
か
に
見
据
え
ら
れ
る
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉。
も
う
ひ
と
つ
は
逆

に
、〈
西
洋
〉
を
消
失
点
と
し
、大
西
洋
と
そ
の
両
岸
を
手
前
に
置
き
な
が
ら
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
〈
闇
の
奥
〉
を
背
に
し
た
遠
近
法
の
な
か
に
見
据
え
ら
れ
る
〈
ブ

ラ
ジ
ル
〉
で
あ
る
。

　
二
〇
世
紀
ブ
ラ
ジ
ル
を
代
表
す
る
詩
人
の
ひ
と
り
、
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
・
ヂ
・

モ
ラ
イ
ス
が
一
九
五
六
年
に
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
初
演
さ
れ
た
戯
曲
『
オ
ル

フ
ェ
ウ
・
ダ
・
コ
ン
セ
イ
サ
ォ
ン
』

―
リ
オ
の
貧
民
街
を
舞
台
と
し
た
オ
ル

フ
ェ
ウ
ス
神
話
の
翻
案

―
の
想
を
得
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
作
家
ウ
ォ
ル

ド
ー
・
フ
ラ
ン
ク
に
付
き
添
っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
フ
リ
カ
系
宗
教
儀
式
を
観

察
し
て
回
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
明
ら
か
に
外
か
ら
の
ま
な

ざ
し
、〈
西
洋
〉
か
ら
の
ま
な
ざ
し
で
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
を
再
発
見
し
た
と
思
っ

た
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
は
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
映
画
監
督
マ
ル
セ
ル
・
カ
ミ
ュ
が

そ
の
戯
曲
に
大
胆
な
改
変
を
加
え
て
製
作
し
た
『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』（
一
九
五
九

年
）
の
、
安
直
な
異
国
趣
味
に
よ
っ
て
戯
画
と
化
し
た
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
に
は
、

失
望
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
五
六
年
の
公
演
期
間
中
、
キ
ャ
ス
ト
の
ひ
と
り
だ
っ
た
ア
ビ
ヂ
ア
ス・ド・

ナ
シ
メ
ン
ト

―
の
ち
に
『
ブ
ラ
ジ
ル
、
混
淆
か
虐
殺
か
？
』
な
ど
を
著
し

て
黒
人
運
動
の
主
導
者
と
な
る

―
が
「
黒
人
を
利
用
し
て
い
る
」
と
ヴ
ィ

ニ
シ
ウ
ス
を
論
難
し
、
役
を
下
ろ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
舞
台
は
、
顔

を
黒
く
塗
っ
た
白
人
俳
優
に
代
役
を
務
め
さ
せ
て
急
場
を
し
の
い
だ
が
、
こ

の
解
決
策
と
カ
ミ
ュ
の
誇
張
と
ど
ち
ら
が
よ
り
戯コ
ミ
カ
ル

画
風
か
は
、
容
易
に
判
断

の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
〝
混
淆
〟
の
現
実
を
存
分
に
描
く

も
の
だ
っ
た
作
品
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
監
督
の
目
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
幻
想
が
ま
だ

足
り
な
い
も
の
と
映
り
、
黒
人
運
動
家
の
目
は
ブ
ラ
ジ
ル
幻
想
が
過
剰
な
ま

が
い
も
の
と
映
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
口
吻
を
借
り
れ
ば
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
実
像
（
＝
真
理
）
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、そ
の
数
々
の
虚
像
（
＝

誤
謬
）
が
そ
の
つ
ど
取
ら
れ
る
遠
近
法
の
効
果
に
よ
っ
て
実
像
の
見
か
け
を

持
っ
て
現
れ
る
の
み
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
十
九
世
紀
末
、「
熱
帯
の
パ
リ
」
と
も
呼
ば
れ
た
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の

花
形
の
ひ
と
り
だ
っ
た
文
人
マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ
ス
の
代
表
作
『
ブ
ラ
ス
・

ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回
想
』（
原
著
一
八
八
一
年
。
著
者
に
よ
る
邦
訳
が
二
〇
一
二

年
に
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
か
ら
出
て
い
る
）
を
め
ぐ
る
精
緻
な
研
究
で
あ
る

本
書
『
千
鳥
足
の
弁
証
法

―
マ
シ
ャ
ー
ド
文
学
か
ら
読
み
解
く
ブ
ラ
ジ
ル
』

が
わ
た
し
た
ち
に
与
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
遠
近
法
の
複
数
性
を
め
ぐ
る

レ
ッ
ス
ン
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
の
は
じ
め
に
サ
ン
パ
ウ
ロ
を
中
心
に
興
っ
た
、

「
近モ

デ
ル
ニ
ズ
モ

代
主
義
」
と
い
う
誤
解
を
招
き
が
ち
な
名
前
を
持
つ
前
衛
主
義
の
美

学
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
文
化
と
ア
フ
リ
カ
系
文
化
や
イ
ン
デ
ィ
オ
系
文
化
と
の

混
淆
、
ま
た
崩
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
口
語
を
是
と
す
る
美
学
に
お
い
て
、
マ
シ
ャ
ー

ド
文
学
は
い
わ
ば
、
十
分
に
ブ
ラ
ジ
ル
的
で
な
い
も
の
、
あ
ま
り
に
も
西
洋

的
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
批
判
の
的
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
マ

シ
ャ
ー
ド
像
は
し
か
し
、
十
九
世
紀
末
が
近
過
去
だ
っ
た
こ
の
時
代
の
遠
近

法
の
な
か
で
た
ま
た
ま
現
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ブ
ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
と

同
時
代
に
身
を
置
い
て
み
れ
ば
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
傾
倒
し
て
い
た
進

化
論
や
実
証
主
義
の
パ
ロ
デ
ィ
を
「
ウ
マ
ニ
チ
ズ
モ
」
と
し
て
作
り
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
西
洋
を
相
対
化
し
、
批
判
す
る
姿
勢
の
ほ
う

が
む
し
ろ
目
立
っ
て
く
る
（
第
一
章
）。

　
い
っ
ぽ
う
で
、
識
字
率
が
あ
ま
り
に
も
低
い
国
、「
厳
格
な
芸
術
を
作
ろ

う
と
す
る
志
」
の
あ
る
者
に
望
み
は
な
く
、「
感
情
や
下
等
な
感
覚
に
訴
え

る
も
の
ば
か
り
」
が
は
び
こ
る
国
で
、
文
学
を
民
衆
に
開
く
糸
口
を
演
劇

的
な
も
の
に
見
出
そ
う
と
し
た
り
（
第
二
章
）、「
我
が
国
の
文
学
は
、
こ
れ

以
上
な
い
ほ
ど
く
だ
ら
な
い
も
の
に
属
す
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
内
の
存
在
で
あ
る
小
説
の
語
り
手
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
外
の
存
在
で
あ

る
読
者
に
向
か
っ
て
小
説
の
読
み
方
を
直
接
に
教
示
す
る
、
と
い
う
手
法
を

取
っ
た
り
す
る
（
第
四
章
）
マ
シ
ャ
ー
ド
に
は
、
い
わ
ば
〝
遅
れ
た
〟
ブ
ラ
ジ

ル
文
学
を
〝
進
ん
だ
〟
西
洋
文
学
に
近
づ
け
、
ま
た
乗
り
越
え
さ
せ
よ
う
と

い
う
時ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル

系
列
的
な
思
考
を
す
る
、
本
来
の
意
味
で
の
「
近モ

ダ

ニ

ス

ト

代
主
義
者
」
の
一

面
も
あ
っ
た
。

　
本
書
第
六
章
は
さ
ら
に
、
マ
シ
ャ
ー
ド
文
学
の
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま

な
、
と
き
に
左
右
の
足
が
あ
ら
ぬ
方
を
向
く
足
取
り

―
千
鳥
足
（ébrio

）

―
に
、
十
九
世
紀
末
に
は
用
語
と
し
て
定
着
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
の

ち
に
〝
ブ
ラ
ジ
ル
的
な
〟
生
き
方
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
マ

ラ
ン
ド
ロ
流
」
と
い
う
、の
ら
り
く
ら
り
と
、「
悪
賢
さ
や
巧
妙
な
手
段
に
よ
っ

て
不
可
能
な
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
や
り
方
」
の
源
流
を
見
出
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
マ
シ
ャ
ー
ド
に
〝
ブ
ラ
ジ
ル
的
な
も
の
〟
を
見
出
せ
な
か
っ
た

一
九
二
〇
年
代
の
美
学
を
す
で
に
遠
景
に
退
け
た
新
た
な
遠
近
法
の
な
か
で

こ
そ
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
と
は
、
広
く
そ
う
信
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
反
西
洋
の

実
体
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
洋
化
（
＝
テ
ー
ゼ
）
と
反
西

洋
化（
＝
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
）の
対
立
か
ら
持
ち
上
が
っ
て
く
る
何
か（
＝
ジ
ン
テ
ー

ゼ
）
な
の
で
も
な
く
、
消
失
点
が
絶
え
ず
入
れ
替
わ
る
複
数
の
遠
近
法
の
な

か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
像
、
脱
リ
ズ
ム
的
な
リ
ズ
ム
を
持
つ
千
鳥
足
の

弁
証
法
、
あ
る
い
は
弁
証
法
の
千
鳥
足
が
も
た
ら
す
目
眩
い
の
な
か
で
の
み

仄
見
ら
れ
る
像
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

―
。
三
拍
子
の
ワ
ル
ツ
を
踊

る
哲
学
に
二
拍
三
連
を
揺
さ
ぶ
る
サ
ン
バ
の
ス
テ
ッ
プ
を
手
ほ
ど
き
、
と
い
う

か
足
ほ
ど
き
す
る
本
書
、
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
研
究
の
、
ま
た
〝
ブ
ラ
ジ
ル
的
な
〟

文
学
研
究
の
到
達
点
で
あ
る
本
書
は
同
時
に
、
そ
の
新
た
な
出
発
点
と
し
て

も
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
福
嶋
伸
洋
）


