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「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
と
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇

音
楽
、
あ
る
い
は
装
置
の
奴
隷
た
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
新
し
い
バ
レ
エ
は
、
完
全
に
同

等
な
立
場
に
立
つ
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
、
諸
芸
術
の
協
力
を
認
め
る
し
、
美
術

家
と
作
曲
家
に
完
全
な
自
由
を
与
え
る
の
だ
。
─
─
─
ミ
ハ
イ
ル
・
フ
ォ
ー
キ
ン　
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本
稿
は
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
特
質
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
「
ロ
シ
ア
・
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
つ
な
が
る
ひ
と
つ
の
道
筋
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
初

に
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
前
史
と
も
い
う
べ
き
二
つ
の
問
題
に
触
れ
、
立
論
の
た
め
の
前
提
を

確
認
し
た
。
バ
レ
エ
の
特
殊
ロ
シ
ア
的
な
隆
盛
現
象
と
「
総
合
芸
術
」
の
問
題
で
あ
る
。
一
九

世
紀
後
半
の
ロ
シ
ア
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
移
植
さ
れ
た
バ
レ
エ
が
生
き
た
伝
統
と
し
て
存
続
す

る
国
で
あ
り
、
逆
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
バ
レ
エ
は
な
が
ら
く
不
毛
時
代
が
続
く
と
い
う
対

極
的
な
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
間
隙
を
突
く
よ
う
に
し
て
現
れ
た
の
が
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ

率
い
る
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
で
あ
り
、
ま
た
た
く
間
に
パ
リ
の
観
衆
を
魅
了
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
成
功
は
、
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の
卓
越
し
た
技
術
の
み
な
ら
ず
、
音

楽
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
舞
台
装
置
、
衣
裳
の
見
事
な
融
合
に
そ
の
多
く
を
負
っ
て
い
た
が
、

そ
こ
に
は
「
総
合
芸
術
」
の
問
題
が
浮
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の

興イン
プ
レ
ッ
サ
リ
オ

行
主
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
、「
楽
劇
」
の
創
始
者
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
深
い
崇
敬
の
念
を
抱
い

て
い
た
。
端
的
に
は
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
雑
誌
﹃
美
術
世
界
﹄
を
拠
点
と
し
た
デ

ィ
ア
ギ
レ
フ
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
顕
著
な
「
総
合
芸
術
」
志
向
に
は
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
感
化
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。﹃
美
術
世
界
﹄
の
活
動
が
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
実
質
的
な
母
胎
で

あ
っ
た
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
の
前
史
を
振
り
か
え
っ
た
後
、「
東
方
」
と
「
モ
ダ
ン
」

と
い
う
観
点
か
ら
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に
検
討
を
加
え
、「
美
術
と
演
劇
」
の
相
関
も
し
く
は

「
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
舞
台
芸
術
」
に
つ
な
が
る
問
題
を
主
題
化
し
た
。
ひ
と
つ
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は
じ
め
に

　

１
．「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
前
史

　

２
．「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
「
東
方
」
と
「
モ
ダ
ン
」

　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
「﹃
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
﹄
と
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇
」
と
題
さ
れ
た
本

稿
は
、
主
と
し
て
舞
台
装
置
や
衣
裳
に
着
目
し
つ
つ
、
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の
身
体
表
現

に
も
一
部
触
れ
な
が
ら
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
特
質
に
再
検
討
を
加
え
、
あ
わ
せ

て
「
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
に
つ
な
が
る
ひ
と
つ
の
道
筋
を
見
定
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
試
み
を
十
全
に
遂
行
す
る
た
め
に
は
、

い
わ
ば
身
体
芸
術
史
と
い
っ
た
総
合
的
な
枠
組
が
不
可
欠
と
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か

し
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
野
心
的
な
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
の

関
心
に
発
す
る
一
、
二
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
試
み
が
全
く
無
意
味
で
な
い
こ
と
は
、
小
論
そ
の
も
の
が
最
終

的
に
示
唆
す
る
は
ず
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
美
術
と
演
劇
」
の
相
関
も
し
く

は
「
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
舞
台
芸
術
」
に
つ
い
て
の
多
少
と
も
新
し
い

視
角
が
開
か
れ
る
見
通
し
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

１
．「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
前
史

　

こ
こ
で
は
、
二
章
以
下
で
行
わ
れ
る
具
体
的
考
察
に
先
き
だ
ち
、
す
で
に
既
知
に

属
す
る
こ
と
な
が
ら
、
次
の
二
つ
の
問
題
に
必
要
な
一
瞥
を
与
え
て
お
き
た
い
。
バ

は
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
な
か
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
撹
乱
の
胚
珠
が
隠
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
絢
爛
多
彩
な
装
置
や
衣
裳
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

(

東
方
趣
味)

」
が
、「
撹
乱
劇
」
生
成
の
場
を
華
麗
に
し
つ
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
う
し
た
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
東
方
趣
味
）」
を
、
い
わ
ば
否
定
す
る

「
反
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に
内
在
し
、
そ
れ
が
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ

ス
」
と
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
の
意
義
深
い
類
似
と
交
錯
を
準
備
す
る
契
機
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
に
初
演
さ
れ
た
バ
レ
エ
︽
遊
戯
︾
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う

題
材
」
を
取
り
あ
げ
、「
普
段
着
に
ひ
と
し
い
衣
裳
」
を
使
用
し
、
異
性
愛
中
心
社
会
で
は
異
端

と
言
う
べ
き
「
同
性
愛
」
を
隠
れ
た
主
題
に
し
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
二
〇
世

紀
的
と
称
す
る
ほ
か
な
い
バ
レ
エ
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
本
文
に
譲
る
と
し
て
、
結
論
を
簡
潔
に

要
約
す
る
な
ら
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
は
、
想
像
の
オ
リ
エ
ン
ト
と
ダ
ン
ス
と
の
融
合
の
中
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
攪
乱
の
胚
芽
を
宿
し
つ
つ
、
か
つ
バ
レ
エ
史
上
最
初
の
テ
ニ
ス
・
プ
レ
イ
ヤ
ー

を
造
形
化
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
通
底
す
る
と
い
う
、
両
義
的
存
在
と
し

て
「
最
後
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
最
初
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
」
た
る
運
命
を

生
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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レ
エ
の
特
殊
ロ
シ
ア
的
な
隆
盛
現
象
と
「
総
合
芸
術
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
前
史
と
し
て
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

最
初
に
、
バ
レ
エ
の
特
殊
ロ
シ
ア
的
な
隆
盛
現
象
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
記
述
的

に
な
る
こ
と
を
厭
わ
ず
に
略
記
し
て
お
こ
う
。

　

あ
ら
た
め
て
想
起
を
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
一
九
世
紀
後
半
の
ロ
シ
ア
は
、
フ
ラ

ン
ス
か
ら
移
植
さ
れ
た
バ
レ
エ
が
生
き
た
伝
統
と
し
て
存
続
す
る
国
で
あ
っ
た
。
一

八
四
七
年
に
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
赴
い
た
若
き
フ
ラ
ン
ス
の
ダ
ン
サ
ー
、

マ
リ
ウ
ス
・
プ
テ
ィ
パ
が
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ァ
ー
（
振
付
師
）
に
転
じ
、
帝
室
舞
踊
学
校

で
後
進
の
指
導
に
あ
た
る
間
に
、
ロ
シ
ア
の
バ
レ
エ
は
目
覚
ま
し
い
質
的
向
上
を
遂

げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。︽
白
鳥
の
湖
︾︽
眠
れ
る
美
女
︾︽
く
る
み
割
り
人
形
︾
等
の

古
典
バ
レ
エ
に
見
ら
れ
る
ロ
シ
ア
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
の
卓
越
し
た
技
術
と
類
な
き
形

式
美
の
確
立
は
、
プ
テ
ィ
パ
の
功
績
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

　
（
（

。

　

ま
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
、
ニ
コ
ラ
イ
二
世
と
い
っ
た
ロ
シ
ア
の
皇
帝
が
例
外

な
く
バ
レ
エ
の
愛
好
者
で
あ
り
、
国
家
的
庇
護
が
バ
レ
エ
に
差
し
む
け
ら
れ
た
こ
と

も
、
こ
の
国
の
バ
レ
エ
の
発
展
を
決
定
づ
け
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
名
誉
や
特
権
を

求
め
る
親
た
ち
が
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
マ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
劇
場
付
属
の

帝
室
舞
踊
学
校
、
そ
し
て
後
に
、
モ
ス
ク
ワ
の
キ
ー
ロ
フ
・
バ
レ
エ
団
の
舞
踊
学
校

に
そ
の
師
弟
を
学
ば
せ
た
こ
と
も
、
バ
レ
エ
隆
盛
を
支
え
た
要
因
と
し
て
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
マ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
劇
場
の
厳
し
い
訓
練
を
経
て
、
才
能
あ
る
幾
多

の
子
供
た
ち
が
ダ
ン
サ
ー
と
い
う
天
職
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
バ
レ
エ
・

リ
ュ
ス
」
の
立
役
者
の
一
人
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
が
こ
の
帝
室
舞
踊

学
校
に
入
学
す
る
の
は
一
八
九
八
年
の
こ
と
で
あ
る

　
（
（

。

　

こ
う
し
た
バ
レ
エ
の
発
展
と
振
興
を
促
す
シ
ス
テ
ム
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
見

あ
た
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
が
パ
リ
に
登

場
す
る
一
九
〇
九
年
ま
で
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
レ
エ
は
「
オ
ペ
ラ
・
ハ
ウ
ス
の

取
る
に
足
り
な
い
付
加
物
」
と
し
て
忘
却
の
淵
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

時
代
遅
れ
で
退
屈
な
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
技
術
不
足
の
ダ
ン
サ
ー
、
面
白
み
の
な

い
舞
台
装
置
と
、
バ
レ
エ
の
地
位
低
下
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
極
限
に
ま
で
達
し
て
い

た
　
（
（

。
こ
う
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
、
い
わ
ば
バ
レ
エ
の
不
毛
時
代
の
間
隙
を

突
く
よ
う
に
し
て
現
れ
た
の
が
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
率
い
る
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

　
（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
今
日
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
は
、
美
術
史
的

0

0

0

0

な
観
点
か
ら
ど
の
よ
う

な
評
価
を
受
け
い
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
美
術
史
は
、
バ
レ
エ
（
演

劇
）
を
考
察
の
対
象
と
な
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
、
た
と
え
間
接
的

で
は
あ
れ
一
定
の
答
え
を
提
示
す
る
た
め
に
は
、
い
さ
さ
か
迂
回
的
な
が
ら
、
い
わ

ゆ
る
「
総
合
芸
術
」
の
問
題
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
一
八
九
〇
年
代
の
パ
リ
で
リ
ュ
ネ
＝
ポ
ー
ら
の
「
象
徴
主
義
演
劇
」
と

ナ
ビ
派
の
画
家
た
ち
が
、
舞
台
を
介
し
て
緊
密
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が

　
（
（

、
同
じ
頃
、
モ
ス
ク
ワ
で
も
鉄
道
王
に
し
て
芸
術
の
パ
ト
ロ
ン
、

サ
ヴ
ァ
・
マ
ー
モ
ン
ト
フ
の
「
私
立
歌
劇
場
」
が
、
専
門
の
舞
台
装
飾
家
で
は
な
く
、

外
部
の
画
家
た
ち
に
美
術
デ
ザ
イ
ン
を
委
ね
て
い
た
と
い
う
顕
著
な
事
実
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
世
紀
末
の
ロ
シ
ア
美
術
に
お
い
て

ひ
と
き
わ
謎
め
い
た
光
芒
を
放
つ
画
家
ミ
ハ
イ
ル
・
ヴ
ル
ー
ベ
リ
が
、
マ
ー
モ
ン
ト

フ
の
劇
場
で
リ
ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
の
舞
台
美
術
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
は
、
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後
世
の
記
憶
に
値
す
る
逸
話
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

　
（
（

。
こ
う
し
た
演
劇

と
同
時
代
の
絵
画
と
の
交
流
が
、
ロ
シ
ア
の
演
劇
史
上
に
有
す
る
意
義
は
決
し
て
小

さ
く
な
い
。
そ
れ
が
や
が
て
セ
ル
ゲ
イ
・
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」

に
ひ
と
つ
の
結
実
を
見
る
に
至
る
こ
と
は
、
研
究
者
が
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
だ
。

　

じ
っ
さ
い
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
、
レ
オ
ン
・
バ
ク
ス
ト
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ

ノ
ワ
、
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ー
リ
ヒ
と
い
っ
た
「
美
術
世
界
（
ミ
ー
ル
・
イ
ス
ク
ー
ス
ト
ヴ

ァ
）」
以
来
の
盟
友
と
も
い
う
べ
き
画
家
や
、
マ
ー
モ
ン
ト
フ
の
周
辺
に
い
た
コ
ン
ス

タ
ン
チ
ン
・
ゴ
ロ
ヴ
イ
ン
等
の
画
家
に
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
舞
台
装
置
や
衣
裳

を
委
嘱
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
イ
ー
ゴ
リ
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ク
ロ
ー
ド
・

ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
ニ
コ
ラ
イ
・
リ
ム
ス
キ
ー
＝
コ

ル
サ
コ
フ
と
い
っ
た
作
曲
家
の
音
楽
的
貢
献
を
損
な
わ
ず
、
し
か
も
ミ
ハ
イ
ル
・
フ

ォ
ー
キ
ン
や
ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
ら
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー（
振
付
）の

効
果
を
高
め
る
べ
く
、
舞
台
空
間
の
美
的
創
出
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
の
証
言
を
引
い
て
お
こ
う
。「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
パ
リ
公
演
を
目
に
し

た
批
評
家
カ
ミ
ー
ユ
・
モ
ー
ク
レ
ー
ル
は
、つ
ぎ
の
よ
う
な
感
想
を
い
だ
い
て
い
た
。

「
こ
の
夢
の
よ
う
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
は
」「
す
べ
て
の
感
覚
が
交
通
し
あ
い
、
絶
え
ざ

る
交
錯
に
よ
っ
て
織
り
あ
わ
さ
れ
る
︙
︙
装
置
、
照
明
、
衣
裳
、
身
振
り
の
共
同
が

心
の
中
に
未
知
の
関
係
を
打
ち
立
て
た
の
だ
。」
そ
の
「
か
た
わ
ら
に
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

の
総
合
が
あ
る

　
（
（

」
と
。

　

一
九
世
紀
後
半
に
燃
え
ひ
ろ
が
っ
た
「
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
崇
拝
」
の
余
燼
い
ま
だ
冷

め
や
ら
ぬ
二
〇
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス

　
（
（

。
し
か
も
発
言
者
は
、「
熱
烈
な
ワ
グ
ネ
リ
ア

ン
」
と
称
す
べ
き
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ

　
　

　（
（

の
「
火
曜
会
」
の
常
連
モ
ー
ク
レ

ー
ル 

（
マ
ラ
ル
メ
を
主
人
公
と
し
た
小
説
﹃
死
者
た
ち
の
太
陽 Le Soleil des M

orts

﹄

[1897]

の
著
者
） 

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
的
偏
向
」
を
斟
酌
し
て

も
な
お
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
事
実
に
は
、
や
は
り
か
り
そ
め

な
ら
ぬ
意
義
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
出
身
の
「
楽
劇
」
の
創
始
者

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
深
い
崇
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
。
歌
唱
と
音
楽
理
論
を
学
び
、
職

業
音
楽
家
を
志
し
て
い
た
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
、
一
八
九
二
年
、
二
十
歳
の
夏
ま
で
に
、

バ
イ
ロ
イ
ト
で
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
上
演
に
接
す
る
機
会
を
得
て
い
る
。
継
母

エ
レ
ー
ナ
に
宛
て
た
書
簡
（
一
八
九
二
年
八
月
一
六
日
）
に
は
、「
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
つ

い
て
の
会
話
が
果
て
し
な
く
続
い
た
」
様
子
が
記
さ
れ
、︽
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ

ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
︾
の
与
え
る
感
銘
が
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
て
い
た

　
　　
（

。

　

一
八
六
三
年
二
月
に
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で︽
さ
ま
よ
え
る
オ
ラ
ン
ダ
人
︾

︽
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
︾︽
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
︾
を
最
初
の
演
目
と
し
て
、
作
曲
家
み
ず
か

ら
が
行
っ
た
演
奏
会
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
を
圧
倒
す
る
勢
い
で
お
び
た
だ
し
い
数
の
ヴ

ァ
ー
グ
ナ
ー
崇
拝
者
が
ロ
シ
ア
に
生
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の

著
作
に
詳
し
い
が

　
　（
（

、
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
青
春

期
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
体
験
が
、
そ
の
後
の
デ
ィ
ア
ギ
ィ
レ
フ
と
雑
誌
﹃
美
術
世
界
﹄

（
一
八
九
九
―
一
九
〇
四
）
の
グ
ル
ー
プ
に
顕
著
な
「
総
合
芸
術
」
志
向
に
本
質
的
と
も

言
え
る
感
化
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
﹃
ス
テ
ュ
ー
デ
ィ
オ
﹄
や
﹃
パ
ー
ン
﹄
と
い
っ
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸

術
雑
誌
を
原
型
と
す
る
﹃
美
術
世
界
﹄
誌
上
に
は
、
毎
号
、
美
術
、
文
学
、
音
楽
、
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舞
台
芸
術
な
ど
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
ア

ン
リ
・
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ジ
ェ
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
論
の
ロ
シ
ア
語
抄
訳
（
一
八
九
九
年
七

―
八
号
、
一
一
―
一
二
号
）
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
般
誌
に
掲
載
さ
れ
た
最
初

の
本
格
的
な
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
研
究
と
も
言
わ
れ

　
　（
（

、﹃
美
術
世
界
﹄
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
評

価
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
事
実
と
し
て
お
お
い
に
興
味
深
い
。

　

ま
た
、
の
ち
に
﹃
美
術
世
界
﹄
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
と
な
る
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
・
ブ
ノ
ワ
は
、
一
八
八
九
年
三
月
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
︽
ニ
ー

ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
指
輪
︾
を
属
目
し
、
自
分
の
音
楽
の
趣
味
が
決
定
的
に
変
化
し
た
と

い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た

　
　（
（

。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
対
す
る
ブ
ノ
ワ
の
「
情
熱
的

共
鳴
」
が
暗
示
さ
れ
る
部
分
と
言
え
よ
う
が
、
小
論
に
と
っ
て
さ
ら
に
示
唆
的
な
の

は
、
同
じ
回
想
の
な
か
で
、
ブ
ノ
ワ
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
。

後
に
﹃
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
﹄
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
が
、
も
と
も
と
ダ
ン
ス
の

専
門
家
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
独
立
体
と
し
て
の
芸
術
と
い
う
理
念
で
結
び
つ

い
た
芸
術
家
の
サ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
の
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は

な
か
っ
た
。
す
べ
て
は
、
た
え
ず
心
に
去
来
す
る
演
劇
的
な
夢
の
実
現
を
め
ざ

す
何
人
か
の
画
家
と
音
楽
家
の
共
通
し
た
願
い
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ

　
　（
（

。

　

こ
の
ブ
ノ
ワ
の
片
々
た
る
言
葉
は
、
し
か
し
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
雑
誌

﹃
美
術
世
界
﹄
を
拠
点
と
し
た
グ
ル
ー
プ
が
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
実
質
的
な
母
胎

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
み
な
ら
ず
、「
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
を
総
合
的
な
芸
術
創
造

に
統
合
す
る
」
と
い
う
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
的
な
「
演
劇
的
な
夢
」
の
実
現
が
メ
ン
バ
ー

の
切
実
な
願
望
で
あ
り
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う

　
　（
（

。

　

そ
れ
で
は
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
興

イ
ン
プ
レ
ッ
サ
リ
オ

行
主
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
「
総
合
芸
術
」

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
式
の
声
明
は
き
わ
め
て
す

く
な
い
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
深
長
な
発
言
が
知
ら
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
モ
ダ
ン
・
バ
レ
エ
に
お
い
て
は
、
ダ
ン
サ
ー
の
身
体
の
線
と
リ
ズ

ム
、
身
振
り
と
顔
の
表
情
、
そ
し
て
音
楽
の
結
合
が
、
つ
ね
に
達
成
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
夢
見
た
テ
ク
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ト
と
音
楽
と
の
結
合
の
よ
う
に
親
密
で
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
じ
っ

さ
い
、わ
た
し
た
ち
は
演
劇
芸
術
の
た
め
の
完
璧
な
手
段
を
自
由
に
で
き
る
し
、

こ
れ
は
、
た
と
え
才
能
が
あ
り
、
脚
本
に
恵
ま
れ
た
と
し
て
も
、
オ
ペ
ラ
の
作

曲
家
に
は
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
色
彩
の

導
入
は
、
ち
ょ
う
ど
音
楽
が
耳
に
よ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
目
を
と
お
し
て
、
き

わ
め
て
強
力
な
暗
示
を
伝
え
、
想
像
力
を
掻
き
た
て
る
の
で
あ
る
。

─
こ
れ

は
じ
つ
に
演
劇
に
お
け
る
近
年
の
発
展
の
も
っ
と
も
意
義
あ
る
も
の
を
示
し
て

い
る

　
　（
（

。（
傍
点
＝
筆
者
）

　

一
九
一
六
年
の
北
ア
メ
リ
カ
公
演
の
折
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事

に
は
、新
大
陸
の
観
衆
を
念
頭
に
お
い
た
興

イ
ン
プ
レ
ッ
サ
リ
オ

行
主
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
独
特
の
虚
栄
や

誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
言
及
し
て

い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
し
、「
色
彩
の
導
入
」
の
部
分
が
、
舞
台
装
置
や

衣
裳
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
モ
ー
ク
レ
ー
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ル
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
が
「
す
べ
て
の
感
覚
が
交
通
し
あ
い
、

絶
え
ざ
る
交
錯
に
よ
っ
て
織
り
あ
わ
さ
れ
る
」「
夢
の
よ
う
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
を

「
装
置
、
照
明
、
衣
裳
、
身
振
り
の
共
同
」
に
よ
っ
て
現
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
は
、
や
は
り
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

じ
っ
さ
い
、
一
九
〇
九
年
五
月
一
八
日
（
総
稽
古
日
、
公
演
初
日
は
五
月
一
九
日
）、
改

装
な
っ
た
シ
ャ
ト
レ
座
で
パ
リ
の
観
衆
の
前
に
現
れ
た
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
が
、

わ
ず
か
数
年
の
間
に
、
舞
踊
演
劇
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
、
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
等
の
領
域
に
幅
広
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
事
実
は
、
す
で
に
く

り
返
し
語
ら
れ
て
き
て
い
る

　
　（
（

。
そ
れ
は
歴
史
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
認

識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

─
─
ダ
ン
サ

ー
た
ち
の
優
れ
た
技
術
と
美
し
さ
を
別
に
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
座
付
き
絵
師
」
と

は
異
な
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
（
＝
画
家
）
の
手
に
な
る
舞
台
美
術
が
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」

の
多
方
面
へ
の
急
速
な
浸
透
を
支
え
る
も
の
だ
っ
た

─
─
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
そ
く
し
て
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
を
あ
ら
た
め
眺

め
渡
し
た
と
き
、
い
か
な
る
地
平
が
開
か
れ
、
い
か
な
る
議
論
が
浮
び
あ
が
っ
て
く

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
章
で
は
、「
東
方
」
と
「
モ
ダ
ン
」
と
い
う
論
点
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
い
わ
ば

「
ダ
ン
ス
を
聴
き
、
音
楽
を
見
る
」
芸
術
バ
レ
エ
に
お
け
る
舞
台
装
置
、
衣
裳
、
な
ら

び
に
身
体
表
現
の
あ
り
よ
う
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

２
．「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
「
東
方
」
と
「
モ
ダ
ン
」 

　

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
は
、
一
九
〇
九
年
五
月
一
八
日

（
総
稽
古
日
、
初
演
五
月
一
九
日
）
に
初
め
て
そ
の
姿
を
現
し
た
。
当
夜
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
ミ
ハ
イ
ル
・
フ
ォ
ー
キ
ン
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ

ノ
ワ
の
美
術
・
衣
裳
に
よ
る
︽
ア
ル
ミ
ー
ド
の
館
︾
か
ら
始
ま
り
、
こ
れ
に
、
同
じ

く
ミ
ハ
イ
ル
・
フ
ォ
ー
キ
ン
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
リ
ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ

（
ボ
ロ
デ
ィ
ン
原
曲
）
の
音
楽
、
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ー
リ
ヒ
の
美
術
・
衣
裳
に
よ
る
︽
ポ
ロ

ヴ
ェ
ツ
人
の
踊
り
︾（
オ
ペ
ラ
︽
イ
ー
ゴ
リ
公
︾
よ
り
）
が
続
い
た
。
幕
間
の
後
、
今
度

は
、
マ
リ
イ
ン
ス
キ
ー
劇
場
や
ボ
リ
シ
ョ
イ
劇
場
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
か
ら
踊
り
の
場

面
を
抜
粋
し
た
︽
饗
宴
︾
が
披
露
さ
れ
た
。
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
フ
ォ
ー
キ
ン
、

舞
台
装
置
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
コ
ロ
ヴ
ィ
ン
、
衣
裳
は
、
コ
ロ
ヴ
ィ
ン
、
バ
ク
ス

ト
、
ブ
ノ
ワ
、
イ
ワ
ン
・
ビ
リ
ー
ビ
ン
が
担
当
し
た

　
　（
（

。
こ
れ
ら
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
初
演
は
、︿
ア
ン
ト
ル
シ
ャ
・
デ
ィ
ス
﹀
や
︿
グ
ラ

ン
・
ジ
ュ
テ
﹀と
い
っ
た
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
驚
異
的
な
跳
躍

　
（（
（

、あ
る
い
は
ア
ド
ル
フ
・

ボ
ル
ム
演
じ
る
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
戦
士
隊
長
た
ち
の
勇
壮
な
踊
り
に
よ
っ
て
パ
リ
の
観

客
を
興
奮
の
渦
へ
と
巻
き
込
み
、
熱
狂
的
な
歓
呼
の
う
ち
に
終
幕
し
た
の
で
あ
る

　
（　
（

。

　

こ
う
し
た
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
成
功
が
、「
バ
レ
エ
技
術
の
卓
越
性
」
の
み
な

ら
ず
、
音
楽
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
舞
台
装
置
、
衣
裳
の
見
事
な
融
合
に
そ
の
多

く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
章
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
挿
話
に

着
目
し
て
み
る
な
ら
ば
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
魅
力
を
形
成
し
て
い
た
「
衣
裳
」

の
特
性
の
ひ
と
つ
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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そ
れ
は
、
精
悍
な
群
舞
に
よ
っ
て
パ
リ
の
人
々
に
最
も
強
い
衝
撃
を
与
え
た
︽
ポ

ロ
ヴ
ェ
ツ
人
の
踊
り
︾
に
用
い
ら
れ
て
い
た
緑
、
桃
、
淡
青
色
、
橙
、
青
、
黄
、
藤
、

黒
、
金
と
い
っ
た
目
も
彩
な
布
地
が
、
じ
つ
は
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
と
レ
ー
リ
ヒ
が
、

中
央
ア
ジ
ア
か
ら
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
た
生
地
の
中

か
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る

　
（（
（

。
バ
レ
エ
の
中
で
、
大
胆
な
色
彩
、

複
雑
な
模
様
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
印
象
深
い
舞
台
効
果
を
生
み
出
し
た
こ
れ
ら
の

布
地
が
、
実
は
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
も
の
」
で

あ
っ
た
と
い
う
、
こ
の
一
見
些
末
な
事
実
は
、
し
か
し
、
そ
の
晩
年
を
イ
ン
ド
で
過

ご
し
た
レ
ー
リ
ヒ
の
ア
ジ
ア
指
向
を
予
告
す
る
ば
か
り
で
な
く

　
（（
（

、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ

ス
」
全
体
を
貫
く
、
い
わ
ば
「
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
傾
斜
」
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て

き
わ
め
て
興
味
深
い
。

　
︽
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
人
の
踊
り
︾
と
同
日
の
演
目
︽
饗
宴
︾
中
の
「
火
の
鳥
」（
ス
ト
ラ

ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
曲
で
知
ら
れ
る
︽
火
の
鳥
︾
と
は
別
作
品
）
に
お
い
て
も
、
タ
マ
ー
ラ
・

カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
と
組
ん
で
踊
っ
た
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
が
、
頭
に
タ
ー
バ
ン
、
真
珠
と

ト
パ
ー
ズ
を
散
ら
し
た
金
色
の
チ
ュ
ニ
ッ
ク
と
い
う
「
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
」
衣
裳
を

ま
と
い
、
さ
ら
に
、
二
週
間
後
の
六
月
二
日
に
上
演
さ
れ
た
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
女

王
を
主
人
公
と
す
る
バ
レ
エ
︽
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
︾
が
、
ナ
イ
ル
川
沿
い
の
神
殿
や
さ

ま
ざ
ま
な
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
風
の
衣
裳
と
踊
り
と
に
よ
っ
て
華
々
し
く
人
々
の
耳
目

を
集
め
た
と
い
う
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
中
に
「
オ
リ
エ

ン
ト
へ
の
傾
斜
」、
す
な
わ
ち
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
東
方
趣
味
）　

（（
（

」
を
措
定
す
る
こ

と
は
け
っ
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
に
よ
れ

ば
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に
見
ら
れ
る
「
エ
ジ
プ
ト
的
色
彩
は
、
そ
の
時
、
パ
リ
に

居
所
を
定
め
た
。
エ
ジ
プ
ト
的
衣
裳
は
、
流
行
を
作
り
だ
し
た

　
（（
（

」
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
中
に
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
を
見
届
け

る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
当
と
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
は
い
か
な
る
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ご
く
限

ら
れ
た
範
囲
に
関
心
を
限
定
し
、
若
干
の
私
見
を
ま
じ
え
て
検
討
を
進
め
て
み
た
い

と
思
う
。

　

例
え
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
の
ハ
ー
レ
ム
を
舞
台
と
す
る
︽
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
︾（
一
九
一

〇
年
六
月
四
日
初
演
）
で
は
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
、
バ
ロ
ッ
ク
、
ロ
マ
ン
主
義
、
自
然
主
義

の
舞
台
装
置
家
た
ち
に
霊
感
を
与
え
た
と
同
じ
装
飾
様
式
の
総
決
算

　
（（
（

」
の
ご
と
き
華

や
か
さ
を
呈
す
る
バ
ク
ス
ト
の
デ
ザ
イ
ン
が
ま
ず
人
々
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
た
。緑
、

青
、
赤
と
い
っ
た
色
鮮
や
か
な
装
置
や
衣
裳
と
、︽
千
一
夜
物
語
︾
に
楽
想
を
得
た
リ

ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
の
曲
と
が
オ
リ
エ
ン
ト
的
雰
囲
気
を
醸
し
だ
す
な
か
、
サ

ル
タ
ン
、
シ
ャ
リ
ア
ー
ル
の
愛
妾
ゾ
ベ
イ
ダ
（
イ
ダ
・
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
）
と
そ
の
奴

隷
（
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
）
が
官
能
的
な
性
愛
の
劇
を
繰
り
広
げ
、
舞
台
に
は
安
逸
と
性
的

放
縦
に
ふ
け
る
伝
説
の
国
オ
リ
エ
ン
ト
の
抗
し
が
た
い
魅
力
と
神
秘
が
現
出
す
る
の

で
あ
っ
た
。

　

官
能
の
悦
楽
を
知
っ
た
ゾ
ベ
イ
ダ
の
性
的
幻
想
が
、
透
き
通
っ
た
長
い
絹
の
ド
レ

ス
や
ケ
イ
プ
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
か
に
見
え
る
そ
の
様
相
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ

で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
サ
ル
タ
ン
の
愛
妾
と
奴
隷
と
が
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
社

会
組
織
化
さ
れ
た
性
差

　
（（
（

）
を
転
倒
さ
せ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
主
従
」
と
こ
ろ
を
変
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
胆
な
愛
妾
と
従
順
な
奴
隷
。
─
─
そ
の
役
割
の
逆

転
と
劇
的
な
対
照
は
、
あ
た
か
も
「
男
性
化
し
た
女
性
」
が
欲
望
を
持
ち
、
か
つ
「
女
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性
化
し
た
男
性
」
が
そ
の
欲
望
の
対
象
と
れ
さ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。

  

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
演
じ
る
こ
の
「
黄
金
の
奴
隷
」
の
非
男
性
的
イ
メ
ー
ジ
の
産
出
に

貢
献
し
て
い
る
の
は
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
と
の
親
密
な
関
係
に
由
来
す
る
か
の
ご
と
き

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
自
身
の
「
曖
昧
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
を
別
に
す
れ
ば
、
言
う
ま
で
も
な

く
、バ
ク
ス
ト
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
女
性
用
と
見
紛
う
宝
石
の
つ
い
た
付
い
た
胸
当
と
、

フ
ォ
ー
キ
ン
の
マ
イ
ム
と
ス
テ
ッ
プ
に
よ
る
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

　
（（
（

。

か
く
し
て
、
こ
の
︽
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
︾、
す
な
わ
ち
同
時
代
の
批
評
家
か
ら
、
多
く

の
若
き
芸
術
家
に
と
っ
て
「
ロ
マ
ン
派
に
と
っ
て
の
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
、
あ
る
い
は
ラ

フ
ァ
エ
ル
前
派
に
と
っ
て
の
ク
ワ
ト
ロ
チ
ェ
ン
ト
絵
画
に
等
し
い
霊
感
源

　
（（
（

」
と
評
さ

れ
た
こ
の
バ
レ
エ
は
、
観
衆
の
エ
ロ
ス
的
幻
想
に
訴
え
る
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
作
品
と

い
う
の
み
な
ら
ず
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
撹
乱
」
を
内
包
す
る
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
っ
た

と
呼
び
う
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
エ
ロ
ス
的
幻
惑
力
の
東
方
的
典
型
と
も
い
う
べ
き
エ
ジ
プ
ト
の
女

王
を
主
人
公
と
す
る
︽
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
︾
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。「
衣
裳
の
ド
ラ
ク

ロ
ワ
」
の
異
名
を
持
つ
バ
ク
ス
ト
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
臍
ま
で
見
え
る
衣
裳
を
ま
と
う

ク
レ
オ
パ
ト
ラ
役
の
イ
ダ
・
ル
ビ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
、
フ
ォ
ー
キ
ン
の
コ
レ
オ
グ
ラ

フ
ィ
ー
に
も
と
づ
き
「
鼻
を
つ
く
東
洋
の
芳
香
の
ご
と
く
」（
コ
ク
ト
ー

　
（（
（

）
君
臨
し
て

い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
主
人
に
は
従
順
な
飼
い
な
ら
さ
れ
た
猫

の
よ
う
な
「
奴
隷
」
を
演
じ
て
い
た
。
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は
、︽
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
︾
と

い
う
ア
ラ
ビ
ア
の
性
愛
劇
に
お
け
る
と
同
様
に
、
そ
の
優
美
な
外
観
に
反
し
て
、
男

性
に
よ
り
消
費
／
所
有
さ
れ
る
女
性
で
は
な
く
、
男
性
を
消
費
／
支
配
す
る
女
性
と

し
て
現
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
固
定
化
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に
疑
義
を
投
げ

か
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
ご
と
く
、
に
で
あ
る
。

　

そ
の
か
ぎ
り
で
、
過
度
の
単
純
化
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
バ
レ
エ
へ
の
美
術
史

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
数
少
な
い
論
者
の
ひ
と
り
ピ
ー
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
主

張
に
な
ら
っ
て
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
は
、
女
性
の
身
体
の
再
定
義
を
可
能
な
ら
し

め
る
オ
リ
エ
ン
ト
な
る
も
の
の
舞
台
美
術
を
創
造
し
た
と
称
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い

　
（　
（

。
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
、
愛
妾
ゾ
ベ
イ
ダ
の
不
倫
を
目
撃
し
た
サ
ル
タ
ン
、
シ

ャ
リ
ア
ー
ル
が
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
男
女
を
惨
殺
し
、
ゾ
ベ
イ
ダ
自
身
も
短
剣
で

自
殺
を
遂
げ
る
と
い
う
︽
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
︾
の
凄
惨
な
結
末
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・

サ
イ
ー
ド
の
い
う
西
洋
が
抱
く
オ
リ
エ
ン
ト
的
野
蛮
の
指
標
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
し
、
パ
リ
の
観
衆
が
安
ん
じ
て
喝
采
を
送
り
え
た
の
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で

も
オ
リ
エ
ン
ト
と
い
う
「
他
者
」
の
物
語
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
し
か
し
す

く
な
く
と
も
後
世
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

撹
乱
に
よ
っ
て
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
娘
た
ち
と
も
言
う
べ
き
、

「
新
し
き
女
」
を
提
示
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
と
よ
り
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
が
、
女
性
ば
か
り
で
な
く
、
男
性
の
ジ
ェ
ン
ダ

ー
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
述
の
「
黄
金
の
奴
隷
」
の
非
男
性
的
イ
メ
ー

ジ
に
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
作
例
を
つ
け

く
わ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。︽
薔
薇
の
精
︾（
一
九
一
一
年
四
月
一
九
日
初
演
） 

と

︽
青
神
︾（
一
九
一
二
年
五
月
一
三
日
初
演
）
で
あ
る

　
（（
（

。

　
︽
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
︾
や
︽
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
︾
に
お
い
て
女
性
的
な
奴
隷
を
演
じ
た

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、︽
薔
薇
の
精
︾
で
も
、
バ
ク
ス
ト
の
薔
薇
の
花
弁
を
あ
し
ら
っ
た
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女
性
的

0

0

0

な
衣
裳
に
身
を
包
ん
で
登
場
し
、
唯
一
、
驚
異
的
な
男
性
的

0

0

0

跳
躍

　
　

（（
（

を
披
露
し

つ
つ
窓
外
に
飛
び
だ
す
最
後
の
場
面
を
の
ぞ
け
ば
、
一
貫
し
て
優
艶
な
女
性
的
気
配

を
濃
厚
に
漂
わ
せ
て
い
た
。︽
青
神
︾
に
お
い
て
も
、
バ
ク
ス
ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る

ワ
ン
ピ
ー
ス
に
似
た
衣
裳
を
つ
け
た
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
タ
イ
（
シ
ャ
ム
）
の
舞
踊
団

に
霊
感
を
得
た
と
さ
れ
る
フ
ォ
ー
キ
ン
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー

　
　

（（
（

に
し
た
が
い
つ
つ
、

鎖
骨
を
露
出
さ
せ
て
踊
り
、
そ
の
両
性
具
有
的
な
相
貌
を
い
っ
そ
う
き
わ
だ
た
せ
て

い
た
の
で
あ
る

　
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
な
か
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
撹
乱

　
　

（（
（

の
胚
珠
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
、
一
種
の
作
業
仮
設
と
し
て
成
り

立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
と
き
幾
重
に
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
絢
爛
多
彩
な

装
置
や
衣
裳
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
、
こ
の
「
撹
乱
劇
」
生
成
の
場
を
華
麗

に
し
つ
ら
え
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
作
例
を
参
照
し
な
が
ら
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
「
東
方
」

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、暫
定
的
に
結
論
め
い
た
も
の
を
示
し
え
た
と
こ
ろ
で
、

「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
に
考
察
の
焦
点
を
移
し
た
い
と
思
う
。

「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に
は
、「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
視
点
だ
け
か
ら
見
き
わ
め

る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
わ
ば
「
反
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
も
呼
び
う
る
特
質
が

内
包
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
反
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
東
方
趣
味
」
と
の
訣
別
を
意

味
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
章
の
標
題
の
後
半
部
分
の
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
と
「
モ

ダ
ン
」
に
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
る
。
念
の
た
め
に
言
い
添
え
れ
ば
、
本
稿
で
用
い

ら
れ
る
「
モ
ダ
ン
」
と
は
「
過
去
と
の
断
絶
の
意
識
に
も
と
づ
い
て
つ
ね
に
新
し
さ

と
独
創
性
を
求
め
る
態
度
」
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
意
味
に
と
ど
ま
る
も

の
で
お
り
、「
モ
ダ
ン
」
の
定
義
に
ま
つ
わ
る
果
て
し
な
い
迷
路
に
も
似
た
議
論
に

は
、
当
面
立
ち
い
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
「
反
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
す
な
わ
ち
「
東
方
趣
味
」
と
の
訣
別
が
、
筆
者
に
と
っ

て
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
が
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
と
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
と
の
意
義
深
い
類
似
と
交
錯
を
準
備
す
る
契
機
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
最
後
に
簡
単
な
素
描
を
試
み
て
小
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」を
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
ヘ
と
連
接
さ
せ
る
も
の
と

は
何
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
発
す
る
時
に
、
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
バ
レ
エ
作
品
が

あ
る
。
一
九
一
三
年
に
初
演
さ
れ
た
︽
遊
戯
︾
で
あ
る
。
三
人
の
登
場
人
物
（
男
一

人
女
二
人
）
が
、
一
種
、
黙
劇
風
の
身
振
り
を
く
り
返
す
と
い
う
点
で
、
名
高
い
︽
牧

神
の
午
後
︾（
一
九
一
二
）
に
類
縁
す
る
こ
の
バ
レ
エ
は
、
し
か
し
古
代
ギ
リ
シ
ア
で

も
オ
リ
エ
ン
ト
で
も
な
い
二
〇
世
紀
に
そ
の
舞
台
が
設
定
さ
れ

　
（（
（

、
し
か
も
ス
ポ
ー
ツ

（
テ
ニ
ス
）
と
三
角
関
係
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
入
れ
た
き
わ
め
て
特
異
な
、
そ
の
意

味
で
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
演
目
中
、
別
格
の
位
置
を
保
つ
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

　

前
年
の
︽
牧
神
の
午
後
︾
に
引
き
続
き
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
、

音
楽
を
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
、
舞
台
装
直
と
衣
裳
を
バ
ク
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
色
彩
の
輝
き
、
官
能
の
悪
臭
、
残
酷
な
血
の
滴
り
と
い
っ
た
オ
リ

エ
ン
ト
的
雰
囲
気
の
創
出
に
成
功
し
た
︽
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
︾
等
の
作
品
と
は
う
っ

て
か
わ
っ
て
、バ
ク
ス
ト
は
、こ
こ
で
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
と
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
シ
ョ
ラ
ー
、

そ
し
て
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
に
現
代
的
な
テ
ニ
ス
・
ウ
ェ
ア
を
ま
と
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
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人
気
の
な
い
黄
昏
の
公
園
で
、
白
い
ド
レ
ス
の
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
と
シ
ョ
ラ
ー
、

そ
し
て
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
シ
ャ
ツ
を
着
た
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
が
何
や
ら
不
可
解
な
し
ぐ
さ

を
重
ね
る
と
い
う
こ
の
︽
遊
戯
︾
は
、
先
に
見
た
一
連
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」

の
バ
レ
エ
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
例
の
独
白
が
延
々
と
続
く
か
の
よ
う
な
手
記
の
な
か
で
次
の

よ
う
に
書
き
し
る
し
て
い
る
。
こ
の
「︽
遊
戯
︾
は
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
が
夢
見
た
生
活
で

あ
る
。
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
二
人
の
少
年
が
い
る
こ
と
を
望
ん
だ
。（
中
略
）
デ
ィ
ア
ギ

レ
フ
は
同
時
に
二
人
の
少
年
を
愛
し
、
二
人
が
彼
を
愛
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
だ
。

二
人
の
少
年
は
二
人
の
少
女
で
あ
り
、デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
は
若
い
男
な
の
で
あ
る
。　

（（
（

」と
。

　

今
日
、
舞
台
上
の
男
性
ダ
ン
サ
ー
に
、
い
わ
ば
窃
視
症
的
な
同
性
愛
的
視
線
を
注

ぐ
者
の
数
は
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア

（
同
性
愛
嫌
悪
）
が
多
数
を
占
め
る
二
〇
世
紀
初
頭
に
あ
っ
て
は
、
同
性
愛
は
あ
く
ま

で
も
秘
匿
す
べ
き
も
の
と
看
做
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

先
の
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
回
想
を
信
じ
る
な
ら
ば
、︽
遊
戯
︾
は
同
性
愛
を
基
本
的
な

主
題
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
こ
と
が
回
避
さ
れ
た
バ
レ
エ
で

あ
り
、
二
人
の
少
女
は
じ
つ
は
二
人
の
少
年
で
あ
り
、
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
が
演
じ
る
若

者
が
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
「
こ
の
バ
レ
エ
﹇︽
遊
戯
︾﹈
の
な
か
に
あ
る
の
は
三
人

の
欲
望
で
あ
る
。　

（（
（

」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ

ィ
ー
は
、
き
わ
ど
い
主
題
ゆ
え
に
異
例
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」の
擁
護
者
を
任
じ
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
ジ
ャ
ッ
ク=

エ
ミ

ー
ル
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
回
想
に
し
た
が
え
ば
、「
コ
ー
ル
・
ド
・
バ
レ
エ
（
群
舞
）
も

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
（
そ
の
他
大
勢
）
も
な
い
、
ヴ
ァ
リ
ア
シ
オ
ン
（
一
人
の
踊
り
）
も
パ
・

ド
・
ド
ゥ
（
男
女
二
人
の
踊
り
）
も
な
い
」︽
遊
戯
︾
の
舞
台
に
は
「
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動

き
　
（（
（

」
が
あ
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

　

コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
苦
心
す
る
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
に
つ
い
て
、
少
女
の
一
人
を
踊

っ
た
タ
マ
ラ
・
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
は
、
次
の
よ
う
な
生
彩
に
み
ち
た
回
想
を
残
し
て

い
る
。

　

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
「︽
遊
戯
︾
の
リ
ハ
ー
サ
ル
で
も
、
私
に
何
を
望
ん
で
い
る
の
か

を
は
っ
き
り
説
明
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
彼
の
見
本
に
従
っ
て
機
械

的
に
ポ
ー
ズ
を
真
似
す
る
だ
け
で
は
、
と
て
も
自
分
の
パ
ー
ト
を
こ
な
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
頭
を
片
方
に
傾
け
、
両
手
を
ず
っ
と
曲
げ
て
い
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
私
と
し
て
は
、
そ
の
ポ
ー
ズ
の
意
味
を
説
明
し
て
も
ら
え
れ
ば
少
し
は
楽

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
と
に
か
く
何
の
た
め
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な

い
ま
ま
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、と
き
ど
き
普
通
の
姿
勢
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
、

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
に
は
そ
の
た
び
に
忠
誠
心
を
疑
わ
れ
る
の
で
す

　
（　　（

。」

　
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」の
ダ
ン
サ
ー
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
聡
明
だ
っ
た
と
さ
れ
る

カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
は
、
こ
う
し
て
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
難
渋
を
き
わ
め
る
ニ
ジ
ン

ス
キ
ー
の
姿
を
報
告
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
次
の
よ
う
に
書
き
記
す
こ
と
を
忘

れ
て
い
な
い
。
─
─
─
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、「
つ
ぎ
の
バ
レ
エ
︽
遊
戯
︾
に
お
い
て
二

〇
世
紀
を
統
合
し
よ
う
と
試
み
ま
し
た

　
（（　（

。」

　

回
想
録
の
執
筆
を
終
え
た
一
九
二
九
年
時
点
で
、
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
が
い
か
な
る

想
い
を
抱
い
て
い
た
か
を
推
し
量
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
言
葉
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に
は
単
な
る
修
辞
以
上
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。︽
遊
戯
︾
と
い

う
名
の
「
反
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
バ
レ
エ
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
題
材
」
を
取

り
あ
げ
、「
普
段
着
に
ひ
と
し
い
衣
裳
」
を
使
用
し
、
異
性
愛
中
心
社
会
で
は
異
端
と

言
う
べ
き
「
同
性
愛
」
を
隠
れ
た
主
題
に
し
て
い
た
と
い
う
点

　
　

（（
（

に
お
い
て
、
ま
さ
に

二
〇
世
紀
的
と
称
す
る
ほ
か
な
い
バ
レ
エ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
着
目
す
べ
き
な
の
は
、︽
遊
戯
︾
と
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇
と

の
間
に
偶
然
と
し
て
退
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
著
し
い
類
縁
性
が
う
か
が
わ
れ
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。︽
遊
戯
︾
の
た
め
の
バ
ク
ス
ト
に
よ
る
テ
ニ
ス
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
の

衣
裳
は
、
例
え
ば
、
シ
ュ
プ
レ
マ
テ
ィ
ス
ム
絵
画
の
原
点
と
も
な
っ
た
「
未
来
派
オ

ペ
ラ
」︽
太
陽
の
征
服
︾（
一
九
一
三
）
に
お
け
る
カ
ジ
ミ
ー
ル
・
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
の
ス

ポ
ー
ツ
マ
ン
の
た
め
の
衣
裳
、
そ
し
て
︽
堂
々
た
る
コ
キ
ュ
︾（
一
九
二
二
）
の
た
め

の
リ
ュ
ボ
ー
フ
イ
・
ポ
ポ
ー
ワ
の
「
作
業
着
」
に
驚
く
ほ
ど
類
縁
し
て
い
た
の
で
あ

る
　
（（
（

。

　

さ
ら
に
、︽
遊
戯
︾
の
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
ら
の
機
械
的
な
身
振
り
は
、
フ
セ
ヴ
ォ
ロ

ド
・
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
が
一
九
二
〇
年
代
の
ビ
オ
メ
ハ
ニ
カ
で
展
開
さ
せ
た
身
体
表

現
に
近
接
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
︽
遊
戯
︾
の
身
体
と
︽
堂
々
た

る
コ
キ
ュ
︾（
一
九
二
二
）
中
の
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
三
人
の
弟
子
た
ち
（
イ
ノ
イ
ン
ス

キ
ー
、
バ
バ
ノ
ワ
、
ザ
イ
チ
コ
フ
）
の
鍛
え
抜
か
れ
た
身
体
と
の
間
に
は
、
あ
る
種
の
明

瞭
な
同
質
性
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
︽
遊
戯
︾
と
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇
に
顕
著
な
こ
の
同
質
性
は
、
じ
つ

の
と
こ
ろ
一
九
一
〇
―
三
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
美
術
に
特
徴
的
な
「
機
械
と
し
て
の
身

体
の
概
念
」（
ジ
ョ
ン
・
ボ
ウ
ル
ト

　
（（ （

）
を
証
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。︽
遊
戯
︾
の
人

物
と
ロ
シ
ア
未
来
派
や
構
成
主
義
演
劇
に
現
れ
る
超
人
や
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
っ
た
形
象

と
の
類
似
と
近
似
。
な
お
い
っ
そ
う
綿
密
な
検
討
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
と
言
え

る
で
あ
ろ
う

　
（（
（

。

　

こ
う
し
て
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
演
劇
と
の
類
縁
性
を
強
め
る
バ
レ
エ

︽
遊
戯
︾
は
、
し
た
が
っ
て
、
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
の
発
言
を
敷
衍
し
て
言
う
な
ら
ば
、

「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」の
そ
の
後
の
展
開
を
ほ
ぼ
正
確
に
予
言
す
る
作
品
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
七
年
の
︽
パ
ラ
ー
ド
︾
を
経
て
、︽
プ
ル
チ
ネ

ッ
ラ
︾（
一
九
二
〇
）、︽
青
列
車
︾（
一
九
二
四
）、︽
船
乗
り
た
ち
︾（
一
九
二
五
）、
そ
し

て
︽
鋼
鉄
の
歩
み
︾（
一
九
二
七

　
（（ （

）
へ
と
続
く
そ
の
一
連
の
足
取
り
が
明
示
す
る
よ
う

に
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
は
一
九
一
二
年
の
︽
遊
戯
︾
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
停
滞
や

屈
折
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
出
発
当
初
に
明
確
だ
っ
た
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
装
い
を
脱
し
、
次
第
に
「
モ
ダ
ン
」
を
強
く
打
ち
だ
す
方
向
ヘ
と
作
風
を

変
じ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
バ
レ
エ
︽
遊
戯
︾
は
「
バ

レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
終
焉
を
告
げ
る
最
初
の
作
品
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
は
、
本
稿
の
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、

い
さ
さ
か
性
急
に
言
う
な
ら
ば
、
想
像
の
オ
リ
エ
ン
ト
と
ダ
ン
ス
と
の
融
合
の
中
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
攪
乱
の
胚
芽
を
宿
し
つ
つ
、
か
つ
バ
レ
エ
史
上
最
初
の
テ
ニ
ス
・
プ

レ
イ
ヤ
ー
を
造
形
化
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
通
底
す
る
と
い

う
、
ヤ
ヌ
ス
的
な
両
義
的
存
在
と
し
て
「
最
後
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
最
初
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
」
た
る
運
命
を
生
き
た
の
で
あ
る

　
（（
（

。
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お
わ
り
に

　

舞
台
画
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
劇
作
家
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
以
来
、

舞
台
美
術
家
の
役
割
は
、
テ
ク
ス
ト
が
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
空
間
を
創
造
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
俳
優
の
演
技
や
ダ
ン
サ
ー
の
踊
り
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
を
作
り
だ
す
こ

と
に
あ
っ
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
わ
ず
か
に
瞥
見
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
あ
き
ら
か
な

よ
う
に
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に
か
か
わ
っ
た
美
術
家
た
ち
は
、
こ
の
課
題
に
と
り

組
み
つ
つ
、
よ
く
そ
の
独
創
を
成
就
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
東
方
」
と
「
モ

ダ
ン
」
と
い
う
相
対
立
す
る
要
素
を
合
わ
せ
も
ち
な
が
ら
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
に

重
層
的
な
構
造
と
外
観
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
明
確
な
証
し
の
ひ
と
つ
で
あ

る
だ
ろ
う
。

　

な
に
よ
り
も
銘
記
す
べ
き
は
、「
動
き
と
音
と
絵
画
に
よ
る
詩
」
と
い
う
べ
き
舞
台

そ
の
も
の
が
、
人
々
の
記
憶
の
中
で
明
滅
を
く
り
返
し
、
や
が
て
忘
却
の
彼
方
に
消

え
さ
っ
て
ゆ
く
の
と
表
裏
す
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
と
い
う
演

劇
的
祝
祭
の
放
っ
た
夢
の
断
片
が
、
下
絵
や
構
想
画
、
あ
る
い
は
衣
裳
を
通
し
て
、

同
時
代
人
ば
か
り
で
な
く
後
世
の
人
々
の
心
を
捉
え
つ
づ
け
て
離
さ
な
い
と
い
う
事

実
で
あ
ろ
う
。

　

ひ
と
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
構
想
画
で
あ
れ
衣
裳
で
あ
れ
、
残
さ
れ
た
デ

ザ
イ
ン
の
数
々
は
、
バ
レ
エ
作
品
の
貴
重
な
記
録
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
バ
レ
エ

に
参
画
し
た
美
術
家
た
ち
の
仕
事
に
い
か
な
る
美
的
価
値
が
潜
ん
で
い
る
か
を
問
お

う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
周
到
な
探
索
と
解
読
を
無
限
に
求
め
つ
づ
け
る
歴
史

資
料
に
な
り
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

　
（（
（

。「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

の
荒
削
り
な
ス
ケ
ッ
チ
の
提
示
に
主
眼
が
お
か
れ
た
本
稿
は
、
し
た
が
っ
て
、
い
ず

れ
の
と
き
か
に
試
み
ら
れ
る
本
格
的
な
「
探
索
」
と
「
解
読
」
の
た
め
の
、
い
わ
ば

予
備
的
覚
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

注（
1
） C

yril W
. B

eaum
ont, M

ichel Fokine and his B
allets ( London  : D

ance B
ooks Ltd, 

1996) , p. 147.

（
2
） T

im
 Scholl, From

 Petipa to B
alanchine : C

lassical R
evival and the M

odernisation 

of B
allet (London and N

ew
 York  : Routledge, 1994), pp. 1 -36.  

「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」

の
プ
リ
マ
、
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
は
、
一
九
六
五
年
五
月
一
九
日
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
バ
レ
エ
・
ス

ク
ー
ル
（
ロ
ン
ド
ン
）
で
の
講
演
会
の
な
か
で
プ
テ
ィ
パ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
マ
リ
ウ
ス
・
プ
テ
ィ
パ
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
レ
エ
と
二
十
世
紀
初
頭
十
年
間
の

バ
レ
エ
を
つ
な
ぐ
、
ハ
イ
フ
ン
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
最
も
重
要
な
ク
ラ
シ
ッ

ク
・
バ
レ
エ
の
振
付
家
で
あ
る
彼
は
、
世
に
蔓
延
す
る
悪
趣
味
か
ら
バ
レ
エ
芸
術
を
ま
も
り
、

そ
れ
が
西
欧
で
こ
う
む
っ
た
衰
退
と
同
じ
よ
う
な
衰
退
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
さ

せ
た
の
で
す
。」
マ
リ
ウ
ス
・
プ
テ
ィ
パ
﹃
マ
リ
ウ
ス
・
プ
テ
ィ
パ
自
伝
﹄
石
井
洋
二
郎
訳

（
新
書
館
、
一
九
九
三
年
）
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。“M

auris Petipa servit de trait 

d’union entre le ballet rom
antique et celui de la prem

ière décennie du X
X

e 

siècle. C
horégraphie classique de prem

ière im
portance, il a protégé l’art du bal-

let de la contagion du m
auvais goût et lui a épargné un déclin sim

ilaire à celui 

qu’il connaissait en E
urope occidentale.” Tam

ara C
arsavine, Le R

om
antism

e et 

la m
agie de la danse, in M

arius Petipa, M
ém

oires (A
rles  : A

ctes Sud,1990), p. 

123.

（
3
） R

ichard B
uckle, N

ijinsky (H
arm

ondsw
orth  : Penguin B

ooks, 1980), p. 4.
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（
4
） C

arol Lee, B
allet in W

estern C
ulture : A

 H
istory of Its O

rigins and E
volution 

(London and N
ew

 York  : R
outledge, 2002).  

と
く
に
、9. T

he E
volution of B

allet 

in R
ussia, 10. Im

perial R
ussian B

allet 

は
有
益
で
あ
る
。
当
時
、
女
性
ダ
ン
サ
ー
が
娼

婦
に
等
し
い
存
在
と
看
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次

を
参
照
。A

nthea C
allen, T

he Spectacular B
ody (N

ew
 H

aven and London  : Yale 

U
niversity Press, 1995).

（
5
） 「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
研
究
と
し
て
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
基
本
書
の
ひ
と
つ
は
、
リ
ン
・

ガ
ラ
フ
ォ
ラ
の
﹃
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
﹄
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も
こ
の
著
作
に

多
く
を
負
っ
て
い
る
。L

ynn G
arafola, D

iaghilev’s B
allets R

usses (N
ew

 York and 

O
xford  : O

xford U
niversity Press, 1989). 

（
6
） 

フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
演
劇
、
お
よ
び
リ
ュ
ネ
＝
ポ
ー
の
活
動
と
「
作
品
座
」
に
つ
い
て

は
、
次
の
基
本
的
論
考
が
欠
か
せ
な
い
。Jacques R

obichez, Le Sym
bolism

e au théâtre. 

Lugné-Poe et les débuts de l’O
euvre (Paris  : L’A

rche, 1957).  

（
7
） 

イ
ー
ゼ
ル
絵
画
に
飽
き
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
ヴ
ル
ー
ベ
リ
の
あ
り
よ
う
に
つ
い

て
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。“Vrubel’s oeuvre took in every sphere 

of art and applied art  : painting, m
ural painting, architecture, designs for interi-

ors, furniture, pottery, book illustration, theater design. Vrubel, too, w
as dis-

satisfied w
ith the concept of easel painting,” Janet K

ennedy, T
he “M

ir iskusstva 

G
roup” 

and 
R

ussian 
A

rt 
1898−1912 

(N
ew

 
York 

and 
London  

: 
G

arland 

Publishing

︐Inc., 1977), pp. 137 -138. 

（
8
） C

am
ille M

auclaire, La R
evue,

1 août 1910, quoted by D
eirdre Priddin, A

rt of 

the D
ance in French Literature : from

 T
héophile G

autier to Paul Valéry (London 

: A
dam

 and C
harles B

lack, 1952), p. 106. 

（
9
） 

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
受
容
に
つ
い
て
は
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
パ
リ
滞
在
等
の

事
実
を
丹
念
に
掘
り
お
こ
し
た
次
の
著
作
が
有
益
で
あ
る
。Léon G

uichard, La m
usique 

et les lettres en France au tem
ps du W

agnérism
e (Paris : Presses U

niversitaires 

de France, 1963).

（
10
） 

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
（
一
八
一
三
―
一
八
八
三
）
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
亡
く
な
っ
た
二
年
後
の

一
八
八
五
年
、
エ
ド
ゥ
ワ
ー
ル
・
デ
ュ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
に
よ
っ
て
﹃
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
評
論R

evue 

W
agnérienne

﹄
が
創
刊
さ
れ
た
（
二
月
）。
同
年
八
月
に
は
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
の

名
高
い
「
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
、
一
フ
ラ
ン
ス
詩
人
の
夢
想
」
が
掲
載
さ
れ
、「
音

楽
と
劇
」
の
「
結
婚
」
や
「
未
来
の
全
体
芸
術
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。H

askell M
. 

B
lock, M

allarm
é and the sym

bolist dram
a (W

estport, C
onnecticut  : G

reenw
ood 

Press, Inc, 1977), p. 59.

（
11
） Israel N

esteev, “D
iaghilev’s M

usical E
ducation,” in L

ynn G
arafola and N

ancy 

Van N
orm

an B
aer (eds.), T

he B
allets R

usses and Its W
orld (N

ew
 H

aven and 

London  : Yale U
niversity Press, 1999), p. 34.

（
12
） R

osam
und B

artlett, W
agner and R

ussia (C
am

bridge  : C
am

bridge U
niversity 

Press, 2007), pp. 11- 116. 

（
13
） Ibid., p. 67.  

（
14
） A

lexandre B
enois, R

em
iniscences of the R

ussian B
allet, trans. M

ary B
ritnieva 

(London  : Putnam
, 1941), p. 112.

（
15
） Ibid., p. 371. 

（
16
） ﹃
美
術
世
界
﹄
に
お
け
る
美
術
や
演
劇
の
意
義
つ
い
て
は
、
次
の
著
作
の
第
四
章
が
包
括
的

な
解
説
を
施
し
て
い
る
。Avril Pym

an, A
 H

istory of R
ussian Sym

bolism
 (C

am
bridge : 

C
am

bridge U
niversity Press, 2006), C

hapter 4. T
he foundation of M

ir Iskusstva 

and the role of the visual and perform
ing arts. B

enois, D
iagilev, Filosofov and 

their group (1890−1904), pp. 93- 122.

（
17
） Serge D

iaghilev, quoted by O
lin D

ow
nes in The B

oston Post, B
oston,

23 January 

1916 
in 

A
lexander 

Schouvaloff, 
T

he 
A

rt 
of 

B
allets 

R
usse 

: 
the 

Serge 
Lifar 

C
ollection 

of 
T

heater 
D

esigns, 
C

ostum
es, 

and 
Paintings 

at 
the 

W
adsw

orth 

A
theneum

 
T

he 
A

rt 
of 

B
allets 

R
usse 

: 
the 

Serge 
Lifar 

C
ollection 

of 
T

heater 
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D
esigns, C

ostum
es, and Paintings at the W

adsw
orth A

theneum
 (N

ew
 H

aven and 

London  : Yale U
niversity Press, 1997), p. 27.   

興
味
深
い
こ
と
に
、
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
の

言
葉
使
い
（
傍
点
部
分
）
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹃
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
と
「
タ
ン

ホ
イ
ザ
ー
」
の
パ
リ
公
演
﹄
に
引
用
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
言
葉
（
一
八
六
〇
年
の
ベ
ル

リ
オ
ー
ズ
宛
の
書
簡
）
に
類
似
し
て
い
る
。
以
下
の
文
中
の
傍
線
部
分
で
あ
る
。「
け
だ
し
私

は
、
こ
の
二
つ
の
芸
術
の
一
方
が
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
に
達
す
る
ま
さ
に
そ
こ
の

と
こ
ろ
で
、
た
だ
ち
に
、
こ
の
上
も
な
く
厳
密
な
正
確
さ
を
も
っ
て
、
他
方
の
活
動
圏
が
始

ま
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
芸
術
を
親
密
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
が
孤
立
し
て
は
表
現
し
得
な
い
も
の
を
、
最
も
申
し
分
の
な
い
明
瞭
さ
を
も
っ
て
表

現
し
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
に
反
し
て
、
両
者
の
う
ち
の
一
方
の
も
つ
諸
手
段
に
よ
っ

て
、
両
者
相
と
も
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
表
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
も
の
を
表
そ
う
と
す
る
一

切
の
試
み
は
、
宿
命
的
に
、
ま
ず
第
一
に
晦
渋
さ
、
混
乱
に
、
次
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
各

個
の
退
化
と
腐
敗
と
に
導
か
ず
に
は
い
な
い
こ
と
を
、
認
め
た
の
で
す
。」
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
「
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
と
﹃
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
﹄
の
パ
リ
公
演
」﹃
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
批
評
2
﹄
阿
部
良
雄
訳
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）、
二
九
五
ペ
ー
ジ
。
原
文
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。”Je reconnus, en effet, que précisém

ent là où l’un de ces arts 

atteignait 
à 

des 
lim

ites 
infranchissables, 

com
m

ençait 
aussitôt, 

avec 
la 

plus 

rigoureuse exactitude, la sphère d’action de l’autre ; que, conséquem
m

ent, par 

l’union intim
e de ces deux arts, on exprim

erait avec la clarté la plus satisfai-

sante ce que ne pouvait exprim
er chacun d’eux isolém

ent ; que, par contraire, 

toute tentative de rendre avec les m
oyens de l’un d’eux ce qui ne saurait être 

rendu que par les deux ensem
ble, devait fatalem

ent conduire à l’obscurité, à la 

confusion d’abord, et ensuite, à la dégénérescence et à la corruption de chaque 

art en particulier.” C
harles B

eaudelaire, R
ichard W

agner et T
annhäuser à Paris 

(Paris  : E
. D

entu, E
diteur, 1861), p. 23.  

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
つ
い
て

は
、
ギ
シ
ャ
ー
ル
の
著
作
を
参
照
。G

uichard, La m
usique et les lettres en France, 

op.cit., pp. 38- 43.

（
18
） 

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
考
察
が
あ
る
。Charles S. M

ayer

︐”T
he Im

pact of the B
allet 

R
usses 

on 
D

esign 
in 

the 
W

est, 
1910−1914,” 

in 
G

ail 
H

arrison 
R

om
an 

and 

V
irginia H

agelstein M
arquardt (ed.), T

he A
vant-garde frontier : R

ussia m
eets the 

W
est, 1910−1930 (G

ainesville

︐Florida  : U
niversity Press of Florida, 1992), pp. 

15- 44.   

近
年
の
研
究
書
と
し
て
は
次
の
も
が
あ
る
。A

lston Purvis, et al., T
he B

allets 

R
usses and the A

rt of D
esign (N

ew
 York  : T

he M
onacelli Press, 2009), M

ary E
. 

D
avis, B

allets R
usses Style : D

iaghilev’s D
ancers and Paris Fashion (London : 

R
eaktion B

ooks, 2010). 

（
19
） 「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
公
演
内
容
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
次
を
参
照
し
た
。Les B

allets 

R
usse à l’O

péra (Paris : H
azan/B

ibliothèque N
ationale, 1992), D

iaghilev: C
reation 

of the B
allets R

usses (London  : B
arbican A

rt G
allery, 1996).  

（
20
） 

ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
跳
躍
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
証
言
が
知
ら
れ
て
い
る
。

「
舞
台
の
袖
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
、
空
中
に
放
物
線
を
描
い
て
、
そ
の
ま
ま
消
え
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
着
地
す
る
と
こ
ろ
を
目
に
し
た
も
の
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
大
変
な
拍
手

の
嵐
と
な
り
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
演
奏
を
中
止
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」
タ
マ

ラ
・
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ
﹃
劇
場
通
り
﹄
東
野
雅
子
訳
（
新
書
館
、
一
九
九
三
年
）、
二
二
四
ペ

ー
ジ
。Tam

ara C
arsavina, M

a vie (B
ruxelles: E

dition C
om

plexe, 2004), p. 169.

（
21
） ︽
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
人
の
踊
り
︾
に
対
す
る
パ
リ
の
人
々
の
賞
讃
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
証
言
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。“A

s if to show
 the civilized E

uropeans w
hat the true 

A
sia can look like, the R

ussian painters[sic] produced a stage setting of such 

fantastic colors that no splendor of the O
rient, fam

iliar through fables, could 

surpass the picture that w
as offered to the audience. A

nd w
hen, in addition to 

this background and B
orodin’s exotic and pow

erful m
usic, a horde of w

ild 

Tatars w
ere seen on the stage dancing, leaping over each other w

ith their un-

sheathed curved sabers slicing the air, it is not surprising that the audience 
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rushed forw
ard at the end of the dancing and actually tore dow

n the orchestra 

rail to clasp the perform
ers in their arm

es,” V
ictor Seroff, T

he R
eal Isadora 

(N
ew

 
York:A

von, 
1972), 

p. 
161. 

quoted 
in 

Jacqueline 
D

ecter, 
M

essenger 
of 

B
eauty: T

he Life and V
isionary A

rt of N
icholas R

oerich (R
ochester: Park Street 

Press, 1997), pp. 50- 51. 

（
22
） Robyn H

ealy and M
ichael Lloyd, From

 Studio to Stage : C
ostum

es and D
esign 

from
 

the 
R

ussian 
B

allet 
in 

the 
A

ustralian 
N

ational 
G

allery 
(C

anberra 
: 

A
ustralian N

ational G
allery, 1990), p. 16.

（
23
） 

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
候
補
と
も
な
っ
た
レ
ー
リ
ヒ
（
リ
ョ
ー
リ
フ
）
の
多
岐
に
わ
た
る
活

動
に
つ
い
て
は
、
註
21
の
著
作
を
参
照
。
日
本
で
は
、
つ
ぎ
の
著
作
が
充
実
し
て
い
る
。
加

藤
九
祚﹃
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
魅
せ
ら
れ
た
ひ
と

︱
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ー
リ
ヒ
の
生
涯
﹄（
人
文
書
院
、

一
九
八
二
年
）。

（
24
） 

こ
こ
で
い
う
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
東
方
趣
味
）」
は
、
サ
イ
ー
ド
の
い
う
「
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
」、す
な
わ
ち「
オ
リ
エ
ン
ト
を
支
配
し
再
構
成
し
威
圧
す
る
た
め
の
西
洋
の
様
式
」

と
同
義
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
含
ま
れ

る
「
異
文
化
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
意
味
合
い
は
、
ひ
と
ま
ず
括
弧

に
い
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
サ
イ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
詩
人
に
し
ろ
、
学
者
に
し
ろ
、
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
語
ら
せ
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
つ
い
て
記
述
し
、
オ
リ
エ

ン
ト
の
秘
め
た
る
も
の
を
西
洋
の
た
め
に
西
洋
に
対
し
て
あ
ば
く
人
間
と
い
う
事
実
、
す
な

わ
ち
外
在
性
こ
そ
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
前
提
条
件
」
と
さ
れ
る
。E

dw
ard W

. Said, 

O
rientalism

 (N
ew

York  : V
intage B

ook E
dition, 1977), pp. 20- 21.

（
25
） C

harles S. M
ayer, “Introduction” in B

akst (London  : The Fine A
rt Society Ltd

︐

1976), p. 5.

パ
リ
の
聴
衆
を
眩
惑
し
た
こ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

長
く
息
づ
く
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
も
の
へ
関
心
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
同
様

の
テ
ー
マ
を
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「﹃
オ
リ
エ
ン
ト
（
東
方
）
の
流
行
﹄
小
考

︱
フ
ラ
ン
ス
絵
画
を
例
と
し
て
」﹃
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
﹄ 

第
四
六
号
（
二
〇

一
一
年
三
月
一
五
日
）、
五
一
―
六
一
ペ
ー
ジ
。
一
九
世
紀
に
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
、
ア
ン
グ
ル
、

モ
ロ
ー
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
と
い
っ
た
一
連
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
画
家
が
輩
出
し
て
い
た
し
、

一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
、
ア
フ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
の
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
が
話
題
を

呼
ん
で
い
た
。
一
九
〇
六
年
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ダ
ン
サ
ー
一
座
が
パ
リ
に
現
れ
て
、
東
方
趣

味
に
一
層
の
刺
激
を
与
え
て
い
た
。

（
26
） John E

. B
ow

lt, “Stage D
esign and the R

ussian A
vant-garde, “ in Stage D

esign 

and 
the 

R
ussian 

A
vant-garde 

(1911−1929) 
(W

ashington, 
D

.C
.: 

International 

E
xhibitions Foundation, 1976- 78), p. 5.

（
27
） 「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
従
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。 

”If gender is the cultural m
eanings that the sexed body assum

es, then a gender 

cannot be said to follow
 from

 a sex in any one w
ay. Taken to its logical lim

it, 

the sexes/gender distinction suggests a radical discontinuity betw
een sexed 

bodies 
and 

culturally 
constructed 

genders.” 
Judith 

B
utler, 

G
ender 

T
rouble: 

Fem
inism

 and the Subversion of Identity(London and N
ew

 York  : R
outledge, 

2008), p, 9.

（
28
） ︽
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
人
の
踊
り
︾
や
︽
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
︾（
一
九
〇
九
）
を
担
当
し
た
ミ
ハ
イ
ル
・

フ
ォ
ー
キ
ン
は
、
す
く
な
く
と
も
、
一
九
一
二
年
ま
で
は
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
コ
レ
オ

グ
ラ
フ
ィ
ー
の
ほ
と
ん
ど
を
手
が
け
て
い
た
。
そ
の
特
色
は
、
伝
統
的
な
五
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
よ
ら
ず
、
劇
の
状
況
、
音
楽
の
特
徴
に
合
っ
た
ス
テ
ッ
プ
で
自
然
な
動
き
を
見
せ
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
「
モ
ダ
ン
・
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
の
歴
史
は
、
一
九
〇
五
年

と
一
九
〇
八
年
に
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
モ
ス
ク
ワ
で
行
わ
れ
た
「
自
由
舞
踊
」
の

創
始
者
イ
サ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
の
演
技
と
と
も
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
し
、
フ
ォ
ー
キ
ン
も

ダ
ン
カ
ン
の
踊
り
に
熱
狂
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
ダ
ン
カ
ニ
ズ
ム
」
が

ロ
シ
ア
に
お
い
て
本
格
的
に
隆
盛
す
る
の
は
、
ダ
ン
カ
ン
が
新
し
い
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
下
の

モ
ス
ク
ワ
に
学
校
を
創
設
し
た
一
九
二
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。N

icoletta M
isler, 

”D
esigning 

G
estures 

in 
the 

Laboratory 
of 

D
ance,“ 

in 
T

heatre 
in 
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R
evolution:R

ussian A
vant-G

arde Stage D
esign 1913- 1935 (San Francisco  : T

he 

Fine A
rts M

useum
s of San Francisco, 1991), pp. 157.

（
29
） Francis Steegm

uller, C
octeau : A

 B
iography (B

oston, M
assachusetts  : D

avid R. 

G
odine, Publisher, Inc, 1986), p. 75.

（
30
） A

rthur 
G

old 
and 

R
obert 

Fizdale, 
M

isia 
: 

T
he 

Life 
of 

M
isia 

Sert 
(N

ew
 

York:M
orrow

 Q
uill Paperbooks, 1981), p. 136.

（
31
） Peter W

ollen, ”Fashion/orientalism
/The B

ody,” N
ew

 Form
ations (spring, 1987), 

p. 5.

（
32
） ︽
薔
薇
の
精
︾
は
、
装
置
・
衣
裳
を
レ
オ
ン
・
バ
ク
ス
ト
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
ミ
ハ
イ

ル
・
フ
ォ
ー
キ
ン
が
担
当
。︽
青
神
︾
は
、
音
楽
を
レ
イ
ナ
ル
ド
・
ハ
ー
ン
、
装
置
・
衣
裳
を

レ
オ
ン
・
バ
ク
ス
ト
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
シ
ー
ン
が
担
当
。

（
33
） 

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、「
跳
躍
は
、
バ
レ
エ
に
お
い
て
は
男
性
性
を
示
す
記
号
で
あ
る
。」
鈴

木
晶
﹃
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー　

神
の
道
化
﹄（
新
書
館
、
一
九
九
八
年
）、
一
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
34
） 「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
公
演
の
舞
台
監
督
を
二
九
年
間
に
わ
た
っ
て
務
め
た
セ
ル
ゲ
イ
・
グ

リ
ゴ
リ
ー
エ
フ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。”T

he choreography w
as inspired 

chiefly by Siam
ese dancing, w

hich Fokine had seen w
hen a Siam

ese com
pany 

had visited St. Petersburg som
e years before,” S.L.G

rigoriev, T
he 

D
iaghilev 

B
allet 

1909−1929, trans. Vera B
ow

en (A
lton, H

am
pshire: D

ance B
ooks Ltd, 

2009), p. 61.

（
35
） 

二
〇
世
紀
舞
踊
史
に
お
け
る
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
男
性
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
の
有
り
よ
う
に
つ

い
て
は
、
次
が
興
味
深
い
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。R

am
say B

urt, T
he M

ale D
ancer : 

B
odies, Spectacle, Sexualities (London and N

ew
 York  : R

outledge, 1995), p. 74ff.

（
36
） 

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
撹
乱
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

言
い
う
る
も
の
だ
ろ
う“there is no’one’ w

ho takes on a gender norm
. O

n the 

contrary, this citation of the gender norm
 is necessary in order to qualify as a 

‘one,’ to becom
e viable as a ‘one,’ w

here subject-form
ation is dependent on the 

prior 
operation 

of 
legitim

ating 
gender 

norm
s. 

”Judith 
B

utler, 
B

odies 
T

hat 

M
atter:on the discursive lim

its of “sex” (N
ew

 York and London:R
outledge, 1993), 

p. 232.

（
37
） ︽
牧
神
の
午
後
︾
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
は
同
日
に
論
じ

ら
れ
な
い
演
目
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
直
接
考
察
の
対
象
に
す
る
余
裕
が
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
38
） Vaslav N

ijinsky, C
ahiers (A

rles:A
ctes Sud, 2010), pp. 281- 282.

（
39
） Ibid.

（
40
） R

ichard B
uckle, D

iaghilev (London: W
eidenfeld and N

icolson, 1979), p. 234.

（
41
） 

カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ナ﹃
劇
場
通
り
﹄前
掲
書
、二
七
〇
―
二
七
一
ペ
ー
ジ
。Tam

ara C
arsavina, 

M
a vie (B

ruxelles:E
dition C

om
plexe, 2004), p. 192. 

（
42
） ”D

ans les ballet suivant, Jeux, il essaya de form
uler une synthèse du X

X
e 

siècle.”, ibid., p. 192.

（
43
） Sjeng Scheijen, D

iaghilev : A
 Life(London  : Profile B

ooks Ltd, 2010), p. 269.

（
44
） 

ロ
シ
ア
演
劇
史
に
つ
い
て
は
、以
下
を
参
照
し
た
。Konstantin R

udnitsky, R
ussian and 

Soviet T
heatre : T

radition and the A
vant- G

arde(London : T
ham

es and H
udson 

1988).

（
45
） John E

. B
ow

lt

︐“B
ody B

eautiful  : T
he A

rtistic Search for the Perfect Physique. 

”in John E
. B

ow
lt and O

lga M
atich (eds.), Laboratory of D

ream
s (Stanford, 

C
alifornia  : Stanford U

niversity Press, 1996), pp. 37- 38.

（
46
） 

ロ
シ
ア
と
の
同
質
性
を
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
は
、
実
現
は
し
な

か
っ
た
も
の
の
、︽
遊
戯
︾
の
な
か
に
飛
行
機
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
。Sjeng Scheijen, 

D
iaghilev: A

 Life op.cit., p. 263.

「
飛
行
」
が
ロ
シ
ア
未
来
派
に
共
通
す
る
「
オ
ブ
セ
ッ

シ
ョ
ン
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。R

obert W
ohl, A

 Passion for 

W
ings: 

A
viation 

and 
the 

W
estern 

Im
agination, 

1908−1918 (N
ew

 H
aven and 

London:Yale U
niversity Press, 1996), pp. 157- 201.
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（
47
） ︽
パ
ラ
ー
ド
︾（
一
九
一
七
）
は
、
脚
本
を
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
、
音
楽
を
エ
リ
ッ
ク
・
サ

テ
ィ
、
装
置
・
衣
裳
を
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
シ
ー

ン
が
担
当
。︽
パ
ラ
ー
ド
︾
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
拙

著
﹃
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
モ
ダ
ン

─
大
西
洋
を
横
断
す
る
美
術
﹄（
み
す
ず
書

房
、
二
〇
〇
二
年
）、
九
︱
三
三
ペ
ー
ジ
。︽
プ
ル
チ
ネ
ッ
ラ
︾（
一
九
二
〇
）
は
、
音
楽
を
イ

ー
ゴ
リ
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
装
置
・
衣
裳
を
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ

ー
を
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
シ
ー
ン
が
担
当
。
一
般
的
に
は
音
楽
を
担
当
し
た
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス

キ
ー
の
新
古
典
主
義
の
時
代
の
局
面
を
示
す
と
さ
れ
る
も
の
の
、
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
シ
ー
ン

の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
逆
に
「
モ
ダ
ン
」
で
あ
っ
た
。︽
青
列
車
︾（
一
九
二
四
）
は
、
音

楽
を
ダ
リ
ウ
ス
・
ミ
ヨ
ー
、
装
置
を
ア
ン
リ
・
ロ
ー
ラ
ン
ス
、・
衣
裳
を
バ
ウ
リ
エ
ル
・
シ
ャ

ネ
ル
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
妹
ブ
ロ
ニ
ス
ラ
ワ
・
ニ
ジ
ン
ス
カ
が
担
当
。

︽
船
乗
り
た
ち
︾
は
、
音
楽
を
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
オ
ー
リ
ッ
ク
、
装
置
・
衣
裳
を
ペ
ド
ロ
・
プ
ル

ー
ナ
、
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
シ
ー
ン
が
担
当
。︽
鋼
鉄
の
歩
み
︾
は
、
音

楽
を
セ
ル
ゲ
イ
・
プ
ロ
コ
イ
エ
フ
、
装
置
・
衣
裳
を
ゲ
ル
ギ
ー
・
ヤ
ク
ー
ロ
フ
、
コ
レ
オ
グ

ラ
フ
ィ
ー
を
レ
オ
ニ
ー
ド
・
マ
シ
ー
ン
が
担
当
。
工
場
で
働
く
労
働
者
を
主
題
と
す
る
︽
鋼

鉄
の
歩
み
︾
に
つ
い
て
は
、
次
が
優
れ
た
解
説
を
施
し
て
い
る
。 Lesley A

nn Sayers, 

”Sergei D
iaghilev’s Soviet B

allet  : Le Pas d’A
cier and its relationship to R

ussian 

C
onstructivism

,” 
in 

E
X

PE
R

IM
E

N
T

/ЭКСП
ЕРЙ

М
ЕН

Т  
: 

A
 

Journal 
of 

R
ussian 

C
ulture, Vol.

2 (Los A
ngeles  : C

harles Schlacks, Jr., Publisher, 1996) , pp. 101-

125.  

ま
た
ボ
ウ
ル
ト
教
授
の
先
駆
的
な
論
考
も
参
照
。John E

. B
ow

lt, “C
onstructivism

 

and E
arly Soviet Fashion D

esign

︐”in A
bott G

leason, Peter K
enez, and R

ichard 

Sites (eds.,) B
olshevik C

ulture (B
loom

ington and Indianapolis  : Indiana U
niversity 

Press,  1989), pp. 203- 219.

（
48
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ボ
ウ
ル
ト
教
授
は
次
の
よ
う
に
明
快
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。”T

he 

achievem
ents 

of 
R

ussian 
avant-garde 

theater, 
for 

exam
ple 

E
xter’s 

C
ubist 

B
aroque designs for A

leksandr Tairov’s C
ham

ber T
heater and Popva’s  prozode-

zhda (uniform
 industrial clothing) for V

sevold M
eierkhold, w

ould not have been 

possible 
w

ithout 
the 

exuberant 
precedents 

of 
B

akst, 
B

enois, 
G

olovin, 
and 

R
oerich, especially w

ithin the context of D
iaghilev’s B

allets R
usses, ”John E

. 

B
ow

lt, M
oscow

 and St. Pertersburg 1900−1920 : A
rt, Life and C

ulture of the 

R
ussian Silver A

ge (N
ew

 York:T
he Vendom

e Press, 2008), p. 223.

（
49
） 

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
て
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
衣
裳
を
主
題
と
す
る
展

覧
会
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
開
か
れ
て
い
る
（
衣
裳
一
四
〇
点
）。C

hristine D
ixon B

allets 

R
usses : T

he A
rt of C

ostum
e (C

anberra:N
ational G

allery of A
ustralia, 2010).




