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古
典
バ
レ
エ
で
最
も
知
名
度
の
高
い
『
白
鳥
の
湖
』
に
、

ま
た
も
う
一
つ
、
過
激
な
改
訂
版
が
出
た
。
し
か
も
今
度

は
、
作
品
の
祖
国
ロ
シ
ア
の
バ
レ
エ
団
に
よ
る
も
の
だ
。

新
版
『
白
鳥
の
湖
』
を
演
出
振
付
し
た
の
は
、
か
つ
て

ボ
リ
シ
ョ
イ
・
バ
レ
エ
の
ス
タ
ー
と
し
て
世
界
に
そ
の
名

を
轟
か
せ
た
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ワ
シ
リ
ー
エ
フ
。
先
年
の

ボ
リ
シ
ョ
イ
劇
場
大
改
革
の
際
に
、
劇
場
全
体
の
総
監
督

に
就
任
し
て
話
題
に
な
っ
た
人
だ
が
、
バ
レ
エ
の
演
出
振

付
で
は
、
こ
の
新
『
白
鳥
の
湖
』
が
初
仕
事
で
あ
る
。

改
訂
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
あ
る
。
従

来
の
『
白
鳥
の
湖
』
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
。
母
一
人
子
一
人

の
王
子
が
、
成
人
の
宴
で
后
を
選
ぶ
は
ず
の
前
夜
、
悪
魔

に
よ
っ
て
白
鳥
に
変
え
ら
れ
た
姫
君
オ
デ
ッ
ト
に
逢
い
、

恋
に
落
ち
る
。
彼
女
を
悪
魔
の
呪
い
か
ら
解
く
た
め
に
は
、

ひ
た
す
ら
な
愛
を
貫
く
の
が
条
件
で
あ
っ
た
の
に
、
彼
は

翌
日
、
悪
魔
と
と
も
に
現
れ
た
オ
デ
ィ
ー
ル
を
オ
デ
ッ
ト

と
取
り
違
え
て
、
愛
を
誓
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
今
回
の
版
で
は
父
王
が
生
き
て
い
て
、
そ
れ

が
実
は
悪
魔
だ
と
い
う
設
定
。
父
が
隠
し
て
い
た
女
と
出

会
い
（
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
初
恋
』
み
た
い
だ
が
、
父
と

彼
女
が
ど
う
い
う
関
係
な
の
か
、
舞
台
か
ら
は
明
ら
か
で

な
い
）
彼
女
を
愛
し
た
王
子
は
、
父=

悪
魔
と
闘
っ
て
彼
女

を
自
分
の
も
の
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
幕
の
宴

の
場
面
で
登
場
す
る
の
は
本
物
の
オ
デ
ッ
ト
で
、
彼
女
に
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愛
を
誓
っ
た
結
果
が
、
父
と
の
対
決
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ

フ
を
招
く
。
従
来
の
版
で
は
、
白
鳥
姫
と
黒
鳥
姫
を
同
じ

バ
レ
リ
ー
ナ
が
二
役
で
演
じ
て
、
そ
の
表
現
の
違
い
が
見

所
に
な
る
の
だ
が
、
黒
鳥
が
い
な
い
の
は
ち
ょ
っ
と
も
の

足
り
な
い
気
も
し
な
く
は
な
い
。

し
か
し
、
私
が
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
な
る
ほ
ど
と
思
っ

た
の
は
、
父
が
悪
魔
だ
と
い
う
発
想
に
意
外
に
説
得
性
が

あ
る
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
だ
。
悪
魔
を
人
生
に
の
し
か
か

る
圧
力
と
解
釈
す
れ
ば
、
自
立
し
よ
う
と
す
る
息
子
が
父

と
い
う
圧
力
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
の
も
、
あ
り
え
な

い
話
で
は
な
い
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
『
ラ
シ
ー
ヌ
』
で
展
開
し
て
い
る

の
も
、
こ
れ
と
通
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
分
析
で
あ
る
。
バ

ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
悲
劇
は
ど
れ
も
同
じ
基
本

構
造
を
持
っ
て
い
て
、
す
べ
て
の
財
宝
と
女
を
独
占
し
て

い
る
権
力
者
に
対
抗
し
て
、
次
の
権
力
者
た
ら
ん
と
す
る

者
が
挑
戦
す
る
と
い
う
図
式
だ
と
い
う
。

＊

＊

＊

も
っ
と
も
物
語
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
は
同
感
で
き
て
も
、

バ
レ
エ
と
し
て
は
疑
問
の
部
分
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
悪
魔
で
あ
る
父
親
が
何
と
も
軽
や
か
な
跳
躍

を
見
せ
、
王
子
を
も
凌
ぐ
ほ
ど
の
存
在
感
を
示
す
の
は
、

や
は
り
悪
役
で
あ
る
以
上
、
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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も
と
も
と
ボ
リ
シ
ョ
イ
の
グ
リ
ゴ
ロ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
版
『
白

鳥
の
湖
』
で
は
悪
魔
ロ
ッ
ト
バ
ル
ト
が
華
々
し
く
踊
る
の

だ
が
、
今
回
私
が
見
た
悪
魔
が
若
手
の
テ
ク
ニ
シ
ャ
ン
だ

っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
王
子
の
影
が
い
さ
さ
か
薄
か
っ
た
。

ま
た
白
鳥
／
黒
鳥
の
二
役
に
し
て
も
、
最
近
は
黒
鳥
の
ほ

う
が
拍
手
が
多
い
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
主
役
の
バ
レ
リ
ー

ナ
に
し
て
み
れ
ば
、
見
せ
場
が
減
っ
た
感
じ
だ
ろ
う
。

ワ
シ
リ
ー
エ
フ
版
『
白
鳥
の
湖
』
の
も
う
一
つ
の
特
徴

は
、
ロ
シ
ア
的
色
彩
を
濃
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
チ

ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
名
曲
は
と
り
わ
け
ロ
シ
ア
的
な
音
楽

で
あ
る
の
に
、
従
来
の
バ
レ
エ
で
は
そ
れ
が
十
分
に
生
か

さ
れ
て
い
な
い
、
と
ワ
シ
リ
ー
エ
フ
は
主
張
す
る
。
な
る

ほ
ど
、
第
一
幕
も
第
三
幕
も
、
主
調
は
民
族
調
の
華
や
か

な
衣
装
や
体
の
動
き
で
、
観
客
を
独
特
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ

ク
な
雰
囲
気
に
誘
い
込
む
。
今
ま
で
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
第
二
幕
に
、
む
し
ろ
違
和
感
を
覚
え
る
ほ
ど
だ
。

振
付
そ
の
も
の
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
さ
す
が
自
ら
あ

ら
ゆ
る
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
体
得
し
た
元
ス
タ
ー
だ
け
あ

っ
て
、
一
つ
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
精
妙
だ
し
、
フ
レ
ー
ズ

の
流
れ
も
実
に
い
い
。
曲
想
も
、
こ
れ
ま
で
こ
の
バ
レ
エ

で
感
じ
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
細
か
い
メ
リ
ハ
リ
が
彫
り
込

ま
れ
て
い
て
、
『
白
鳥
の
湖
』
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
音
楽

だ
っ
た
か
と
、
初
め
て
聴
く
よ
う
な
思
い
に
さ
せ
ら
れ
る

箇
所
も
少
な
く
な
い
。
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＊

＊

＊

だ
が
こ
の
新
版
、
ロ
シ
ア
で
は
か
な
り
の
批
判
を
浴
び

た
ら
し
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
国
宝
的
な
古
典
芸
術

に
あ
ま
り
に
大
き
な
改
変
を
施
し
た
こ
と
。
そ
し
て
多
分
、

ロ
シ
ア
的
な
民
族
色
を
売
り
物
に
し
て
い
る
と
見
て
、
そ

れ
に
反
発
す
る
向
き
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

バ
レ
エ
と
い
う
の
は
お
も
し
ろ
い
芸
術
で
、
古
来
、
先

進
文
化
へ
の
憧
れ
を
原
動
力
と
し
て
世
界
中
に
広
ま
っ
た

の
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
、
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
、
ロ
ー

カ
ル
・
カ
ラ
ー
も
ま
た
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
国
際
性
と
地
域
性
の
絶
妙
な
配
合
の
具
合
が
、

実
の
と
こ
ろ
バ
レ
エ
の
舞
台
の
見
所
な
の
だ
が
、
そ
れ
が

本
国
で
は
素
直
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。

日
本
で
も
、
日
本
を
テ
ー
マ
に
し
た
バ
レ
エ
は
必
ず
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
不
評
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
名
作
の
改
訂
版
に
と
っ
て
最
大
の
障

害
は
、
古
典
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に
定
着
し
て
し
ま
っ

て
、
フ
ァ
ン
も
批
評
家
も
、
新
し
い
解
釈
に
心
を
開
く
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

見
慣
れ
た
舞
台
の
出
来
不
出
来
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
ほ

う
が
楽
だ
し
、
心
安
ら
か
な
の
だ
。
新
し
い
創
造
の
受
難

は
世
の
常
だ
と
、
い
っ
そ
達
観
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な

い
。


