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北
園
克
衛
研
究 

―
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
受
容
の
問
題
と
表
現
方
法
を
中
心
に

―  

（
要
旨
） 

 

大
川
内
夏
樹 

  

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
展
開
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
、
北
園
克
衛
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在

で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
半
ば
、
北
園
は
、
玉
村
善
之
助
や
野
川
孟
・
野
川
隆
兄
弟
と
知
り
合
い
、
野
川

兄
弟
が
発
行
す
る
『G

E
･
G

J
M

G
J
G

A
M
･
P

R
R

R
･
G

J
M

G
E

M

』
に
関
わ
る
中
で
、
未
来
派
、
表
現
主
義
、

構
成
主
義
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
、
ダ
ダ
と
い
っ
た
同
時
代
の
欧
米
に
お
こ
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
・
芸
術
と
出

会
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
六
年
頃
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し
た
西
脇
順
三
郎
を
中
心
と
し
た
文
学

サ
ー
ク
ル
に
接
近
す
る
過
程
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
知
り
、
上
田
敏
雄
や
瀧
口
修
造
ら
と
と
も
に
『
衣

裳
の
太
陽
』
等
の
雑
誌
を
舞
台
に
、
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
す
る
。
ま
た
、
春
山
行
夫

が
、
一
九
二
八
年
に
厚
生
閣
書
店
か
ら
『
詩
と
詩
論
』
を
創
刊
す
る
と
、
そ
の
有
力
な
寄
稿
者
の
一
人
と

な
り
、
一
九
二
九
年
に
は
、「
現
代
の
芸
術
と
批
評
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
、
厚
生
閣
書
店
よ
り
第
一
詩
集

『
白
の
ア
ル
バ
ム
』
を
刊
行
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、『L

'E
S

P
R

IT
 N

O
U

V
E

A
U

』、

『M
A

D
A

M
E

 B
L

A
N

C
H

E

』、『V
O

U

』
と
、
自
ら
主
宰
す
る
雑
誌
を
次
々
に
創
刊
し
、
旺
盛
な
活
動
を

展
開
し
た
。
し
か
し
、
一
九
四
〇
年
以
降
、
日
中
戦
争
が
泥
沼
化
し
、
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い
く

社
会
情
勢
の
中
で
、他
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
同
様
、北
園
も
国
策
協
力
的
な
詩
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
れ
が
本
論
文
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
す
る
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
北
園
の

活
動
の
概
略
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
戦
前
・
戦
中
期
の
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
展
開
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
行
論
に
お
い
て
も
、
北
園
を
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
代
表
的
詩
人
、
あ
る

い
は
牽
引
者
と
し
て
位
置
付
け
る
論
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
北
園
は
厳
し
い
批
判
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
の
多
い
詩
人
で
も
あ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
北
園
の
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
受
容
の
あ
り
方
で
あ
る
。 

 

先
行
論
で
は
、
北
園
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
根
柢
に
あ
る
思

想
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
新
し
い
詩
を
書
く
た
め
の
方
法
と
し
て
、
極
め
て
表
面
的
に
受
容
し
た

こ
と
が
批
判
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
全
く
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
北
園

自
身
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
受
容
す
る
際
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
作
品
に
適

用
せ
ず
に
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
し
ば
し
ば

語
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
本
人
が
、
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
受
容
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
逸
脱

し
た
作
品
を
つ
く
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
受
容
の
あ
り
方
が
表
面
的
、
あ
る
い
は
不
正
確

で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
だ
け
で
は
、
北
園
の
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ

こ
で
重
要
な
の
は
、
北
園
が
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
何
を
取
り
入
れ
、
ま
た
そ
れ
を
利
用
し
た
り
、
変

奏
し
た
り
し
な
が
ら
、
新
た
に
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
近
年

で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
著
、
田
口
哲
也
監
訳
『
北
園
克
衛
の
詩
と
詩
学

―
意
味
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を

細
断
す
る

―
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
一
一
・
二
五
）
の
よ
う
に
、
北
園
の
作
品
と
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
そ
れ
と
の
差
異
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
う
し

た
先
行
研
究
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
北
園
が
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
何
を
受
容
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
作
品

に
お
い
て
い
か
に
昇
華
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
。 
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ま
た
、
北
園
の
詩
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
表
現
方
法
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
行
論
で
も
、
北
園
自
身
の
文
章
で
も
繰
り
返
し
言
及
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
北
園
の
一
つ
一
つ
の
詩
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景

に
ど
の
よ
う
な
作
品
の
受
容
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
事
象
へ
の
北
園
の
関
心
が
あ
っ
た
の

か
に
関
す
る
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
北
園
の
作
品
に
お

け
る
様
々
な
表
現
方
法
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
表
現
方
法
が
、
個
々
の
作
品
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
、
北
園
が
詩
人
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
一
九
二
〇
年
代
半

ば
か
ら
太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
一
九
四
五
年
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
、
北
園
の
作
品
に
お
け
る
欧
米
モ

ダ
ニ
ズ
ム
受
容
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
を
一
つ
の
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
表
現
方
法
の
考
察
を
中
心

的
な
課
題
と
す
る
。
で
は
次
に
第
一
章
か
ら
第
八
章
の
概
要
を
掲
げ
る
。 

 

第
一
章 

「
記
号
説
」
論 

―
モ
ホ
リ
＝
ナ
ギ
《
大
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
》
を
手
が
か
り
に

― 
 

本
章
で
は
、
北
園
の
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
「
記
号
説
」
を
取
り
上
げ
た
。
北
園
の
第
一
詩
集
『
白
の

ア
ル
バ
ム
』（
厚
生
閣
書
店
、
一
九
二
九
・
六
・
三
〇
）
に
収
録
さ
れ
た
「
記
号
説
」
は
、「
白
い
食
器
／

花
／
ス
プ
ウ
ン
／
春
の
午
後
３
時
／
白
い
／
白
い
／
赤
い
」
と
い
う
有
名
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
こ
の

書
き
出
し
部
分
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
記
号
説
」は
、短
い
語
句
の
羅
列
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

先
行
論
で
は
、
作
者
の
北
園
自
身
の
位
置
づ
け
も
含
め
て
、
特
徴
的
な
表
現
方
法
に
つ
い
て
、〈
意
味
〉
の

な
い
言
葉
の
羅
列
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、「
記
号
説
」

を
構
成
す
る
言
葉
の
〈
意
味
〉
に
つ
い
て
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で

は
、
こ
う
し
た
先
行
論
の
流
れ
を
踏
ま
え
、「
記
号
説
」
が
無
〈
意
味
〉
な
言
葉
を
羅
列
し
た
詩
で
あ
る
と

い
う
見
方
を
一
度
括
弧
に
入
れ
た
上
で
作
品
の
読
み
直
し
を
行
っ
た
。 

ま
ず
「
記
号
説
」
の
言
葉
の
羅
列
が
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
な
効
果
を
有
し
て
い
る
こ
と
や
、
語
句
の
形

態
や
音
数
の
面
に
お
け
る
反
復
と
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
に
よ
っ
て
、
運
動
性
や
リ
ズ
ム
が
作
り
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、「
記
号
説
」
が
書
か
れ
る
際
に
一
つ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
源
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ラ
ー
ス
ロ
ー
・
モ
ホ
リ
＝
ナ
ギ
の
写
真
作
品
《
大
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
》
と
の
比

較
を
行
い
、
短
い
語
句
を
羅
列
す
る
と
い
う
「
記
号
説
」
の
表
現
方
法
が
、《
大
都
市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
》

に
見
ら
れ
る
表
現
方
法
を
詩
の
方
法
と
し
て
作
り
変
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
、《
大
都

市
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
》
の
場
合
と
同
様
に
、「
記
号
説
」
に
建
築
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
頻
出
す
る
こ
と
に
着
目

し
、「
記
号
説
」
を
都
市
の
姿
を
描
い
た
作
品
と
す
る
解
釈
を
提
示
し
た
。
具
体
的
に
は
、
作
品
中
に
タ
ト

リ
ン
や
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
手
に
よ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
想
起
さ
せ
る
「
プ
リ
ズ
ム
建
築
」
や
「
白
色
建
築
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
や
、「
記
号
説
」
が
描
き
出
す
都
市
空
間
が
、「
白
」
を
基
調
と
し
て
色
彩

的
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
タ
ウ
ト
の
「
色
彩
都
市
」
の
試
み
を
思
わ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
記
号
説
」
が
、

同
時
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
を
組
み
込
み
な
が
ら
、
一
つ
の
都
市
の
姿
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的

に
構
成
し
た
詩
で
あ
る
と
論
じ
た
。 

 

第
二
章 

北
園
克
衛
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム 

―
反
復
表
現
が
も
た
ら
す
も
の

― 
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本
章
で
は
、
一
九
二
六
年
頃
か
ら
一
九
三
〇
年
頃
に
か
け
て
、
北
園
が
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運

動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
時
期
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
。
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
運
動
は
、

一
九
二
五
年
一
一
月
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
西
脇
順
三
郎
や
、
そ
の
周
辺
に
い
た
瀧
口
修
造

ら
若
き
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
北
園
も
、
そ
の
時
期
に
西
脇
ら
の
知
遇
を
得
、
彼
ら
と
行
動

を
共
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
北
園
の
関
心
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
一
定
の
距

離
を
置
き
、
自
分
な
り
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
試
み
を
展
開
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
先
行
論
で
は
、
し
ば
し
ば
北
園
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
つ
い
て
の
表
面
的
、
あ
る
い
は
一
面
的
な

理
解
の
あ
り
方
が
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
北
園
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

か
ら
何
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
あ
ら
た
な
文
学
の
可
能
性
を
切
り
開
こ
う
と
し

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
北
園

が
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
運
動
に
深
く
関
わ
っ
た
一
九
二
六
年
頃
か
ら
三
〇
年
頃
に
か
け
て
の
時

期
に
、
北
園
が
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
ど
の
よ
う
な
作
品
に
触
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
、

そ
れ
ら
の
作
品
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
し
た
の
か
を
考
察
し
た
。 

 

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
北
園
の
作
品
に
は
、
特
定
の
言
い
回
し
を
反
復
す
る
表
現
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
反
復
表
現
を
多
用
す
る
ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ト
の
詩
の
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
北
園
の
作
品
に
お
い
て
は
、
反
復

表
現
が
、
作
品
の
語
彙
や
構
造
を
規
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
言
葉
が
自
己
運
動
を
す
る
か
の
よ
う
な
効
果

を
も
た
ら
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
、
単
に
ア
ラ
ゴ
ン
ら
の
作
品
の
ス
タ
イ
ル
を
表
面

的
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
次
元
の
、
北
園
独
自
の
文
学
的
な
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
論

じ
た
。
さ
ら
に
、
北
園
に
と
っ
て
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
、
一
つ
に
は
「
習
慣
」
的
な
思
考
に
と
ら
わ

れ
た
「
私
」
を
新
し
い
「
私
」
へ
と
更
新
す
る
運
動
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
践
の

方
法
と
し
て
、「
私
」
の
「
意
志
」
に
よ
っ
て
自
由
に
で
き
な
い
部
分
を
有
す
る
一
種
の
定
型
と
も
い
え
る

反
復
表
現
に
身
を
任
せ
つ
つ
詩
を
書
く
こ
と
で
、「
習
慣
」
的
な
思
考
の
外
側
に
飛
び
出
す
可
能
性
を
模
索

し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
三
章 

『
円
錐
詩
集
』
論 

―
〈
抽
象
映
画
〉
お
よ
び
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
の
関
わ
り
か
ら

― 
 

本
章
で
は
、
北
園
の
第
四
詩
集
『
円
錐
詩
集
』（
ボ
ン
書
店
、
一
九
三
三
・
一
〇
・
二
五
）
を
取
り
上
げ

た
。
先
行
論
で
は
、
本
詩
集
に
お
け
る
、
改
行
な
し
の
ス
タ
イ
ル
、
動
的
な
語
彙
、
イ
メ
ー
ジ
の
抽
象
性

や
非
現
実
性
と
い
う
三
つ
の
特
徴
に
注
目
が
集
ま
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
、
同
時
代
の

文
学
や
芸
術
の
動
向
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、『
円
錐
詩
集
』
が
、
同
時
代
の
文
学
や
芸
術
と
の
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、
い
か
な

る
表
現
の
可
能
性
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。 

 

ま
ず
、
先
行
論
で
は
、
す
べ
て
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
『
円
錐
詩
集
』
収
録
作
品
の
初

出
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
す
べ
て
の
作
品
の
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
に
「FILM 

ABSTRAIT

」
や

「ABSTRACTIVE FILM

」
と
、〈
抽
象
映
画
〉
を
意
味
す
る
言
葉
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
手
が
か
り
に
、
北
園
の
目
に
触
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
〈
抽
象
映
画
〉
に
関
連

す
る
同
時
代
言
説
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『
円
錐
詩
集
』
が
描
き
出
す
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
と
の
共
通
点
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、『
円
錐
詩
集
』
が
書
か
れ
る
際
、
北
園
が
〈
抽
象
映
画
〉
を
意
識
し
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て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、〈
抽
象
映
画
〉
の
他
に
、『
円
錐
詩
集
』
の
成
立
の
背
景
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
ま

ず
『
円
錐
詩
集
』
に
見
ら
れ
る
言
語
イ
メ
ー
ジ
は
、
北
園
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
、
ジ
ョ
ア
ン
・

ミ
ロ
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る
そ
れ
と
重
な
る
部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
、『
円
錐
詩

集
』
に
は
、
ミ
ロ
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、『
円
錐
詩
集
』
に
は
、

非
現
実
的
で
不
可
思
議
な
も
の
を
〈
見
る
〉
場
面
が
頻
繁
に
描
か
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
当
時
北
園
が
読

ん
で
い
た
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
絵
画
』
に
お
け
る
「
存
在
し
て
い
な
い
も
の
」

を
「
映
し
出
」
す
「
眼
」
に
つ
い
て
の
議
論
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。 

 

第
四
章 

『
鯤
』
論 

―
「
伝
統
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

― 
 

本
章
で
は
、
北
園
の
第
五
詩
集
『
鯤
』（
民
族
社
、
一
九
三
六
・
三
・
一
八
）
を
取
り
上
げ
た
。
本
詩
集

は
、
北
園
が
日
本
の
「
伝
統
」
に
接
近
し
た
詩
集
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
先
行
論
で
は
、
本
詩
集
が
、

『
白
の
ア
ル
バ
ム
』、
そ
し
て
『
円
錐
詩
集
』
へ
と
連
な
っ
て
き
た
北
園
の
実
験
的
な
作
品
と
並
行
し
て
発

表
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
北
園
が
一
種
の
反
動
と
し
て
「
伝
統
」
に
接
近
し
た
の
で
は
な
く
、『
鯤
』
も

ま
た
新
し
い
詩
の
試
み
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
議
論
が
展
開
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
研
究

の
流
れ
を
踏
ま
え
、
北
園
が
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
日
本
の
「
伝
統
」
へ
接
近
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う

な
表
現
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

ま
ず
、『
鯤
』
に
お
い
て
、「
秋
に
な
る
と
」
の
よ
う
に
、
あ
る
時
期
が
来
る
度
に
、
何
か
特
定
の
現
象

が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
長
年

に
わ
た
る
生
活
の
繰
り
返
し
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
「
伝
統
」
的
な
「
生
活
様
式
」
に
対
す
る
北
園
の

関
心
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
北
園
は
、
あ
る
時
代
の
〈
物
〉

は
、
そ
の
時
代
や
そ
れ
を
使
っ
て
い
た
人
の
〈
精
神
〉
の
在
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
そ

の
た
め
『
鯤
』
に
は
、
前
時
代
の
多
く
の
〈
物
〉
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
特
に

北
園
が
興
味
を
持
っ
て
い
た
「
家
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
、『
鯤
』
に
お
け
る
「
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、

北
園
の
考
え
る
「
伝
統
」
的
な
〈
精
神
〉
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
北
園
は
、
日
本
の
「
伝

統
」
を
人
類
学
的
な
視
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
文
学
を
文
化
人
類
学
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
西
脇
順
三
郎
の
議
論
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、

詩
集
『
鯤
』
を
、
そ
の
よ
う
な
人
類
学
的
な
探
究
の
結
果
を
生
か
し
た
、
新
た
な
文
学
の
創
造
の
試
み
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
た
。 

 

第
五
章 

『
夏
の
手
紙
』
論 

―
「
原
始
」
的
な
も
の
へ
の
接
近

― 
 

本
章
で
は
、
北
園
の
第
六
詩
集
『
夏
の
手
紙
』（
ア
オ
イ
書
房
、
一
九
三
七
・
九
・
五
）
を
取
り
上
げ
た
。

先
行
論
で
は
、
本
詩
集
に
描
か
れ
た
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、〈
日
本
〉、
あ
る
い
は
〈
南
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
〉
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
展
開
し
て
き
た
。
ま
た
、
本
詩
集
で
は
、
比
喩
表
現
の
多
用
が
一
つ

の
表
現
上
の
特
徴
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
先
行
論
で
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ

で
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
北
園
が
一
九
三
〇
年
代
前
半
以
降
、「
原
始
」
的
な
も

の
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
こ
と
が
、『
夏
の
手
紙
』
に
見
ら
れ
る
種
々
の
土
地
の
イ

メ
ー
ジ
や
、
比
喩
を
多
用
す
る
表
現
上
の
特
徴
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
。 
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ま
ず
、
北
園
の
「
原
始
」
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
、
特
に
「
原
始
」
的
な
「
思
考
」
へ
の
関
心
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
西
脇
順
三
郎
の
「
土
人
」
に
関
す
る
議
論
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、「
具
体
的
」
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
「
思
考
」
す
る
と
い
う
「
原
始
」
的
な

「
思
考
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
表
現
の
可
能
性
を
模
索
し
た
結
果
、「
具
体
的
」
な
イ
メ
ー
ジ
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
る
比
喩
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
北
園
は
「
原
始
」
的
な
「
思
考
」

の
一
つ
と
し
て
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、『
夏
の
手
紙
』
に
お
い
て
、
擬
人
化
さ
れ

た
動
植
物
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
の
は
、『
夏
の
手
紙
』
の
作
品
世
界
が
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
的
な
世
界
観
を

土
台
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、『
夏
の
手
紙
』
に
は
、
北
園
の
郷

里
で
あ
る
三
重
県
の
朝
熊
の
イ
メ
ー
ジ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
北
園
に
と

っ
て
朝
熊
と
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
近
い
「
原
始
」
的
と
も
い
え
る
「
思
考
」
が
息
づ
く
土
地
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、「
原
始
」
的
な
も
の
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
『
夏
の
手
紙
』
に
朝
熊
の
イ
メ
ー

ジ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
要
因
を
説
明
し
た
。 

 

第
六
章 

『
サ
ボ
テ
ン
島
』
論 

―
引
用
・
引
喩
と
い
う
方
法
を
中
心
に

― 
 

本
章
で
は
、
北
園
の
第
七
詩
集
『
サ
ボ
テ
ン
島
』（
ア
オ
イ
書
房
、
一
九
三
八
・
一
一
・
一
〇
）
を
取
り

上
げ
た
。
先
行
論
で
は
、
本
詩
集
が
、
様
々
な
性
質
を
有
し
た
短
文
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
点
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
短
文
に
含
ま
れ
て
い

る
引
用
や
引
喩
に
注
目
し
、
北
園
が
そ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
詩
を
書
く
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
考

察
し
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
引
用
・
引
喩
の
出
典
の
中
で
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
西
脇
順
三
郎
の
作

品
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。 

 

ま
ず
、『
サ
ボ
テ
ン
島
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
詩
が
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
た
時
期
の
北
園
の
評

論
を
参
照
し
つ
つ
、
引
用
や
引
喩
を
多
用
す
る
表
現
が
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
ら
、
同
時
代
の
英
米
の
詩

人
の
作
品
の
受
容
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
引
用
・
引
喩
に
は
、西
脇
順
三
郎
の
作
品
を
出
典
と
す
る
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

西
脇
の
詩
や
詩
論
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
西
脇
の
詩
と
の
共
通
点
と
し
て
は
、「
地
中
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
ま
た
西
脇
の
詩
論
と
の
共
通
点
と
し
て
は
、「
土
人
」
的
な
も
の

の
讃
美
と
い
う
点
を
挙
げ
た
。
一
方
で
、
西
脇
の
詩
と
の
差
異
と
し
て
は
、
荒
々
し
さ
を
伴
う
「
ア
フ
リ

カ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
し
ば
し
ば
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の

「
ア
フ
リ
カ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
た
要
因
と
し
て
、
北
園
が
西
脇
の
『a

m
b
a
rv

a
lia

』
に
お
け
る

「
地
中
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
惹
か
れ
つ
つ
も
、
よ
り
「
バ
ア
バ
ラ
ス
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
て
い
た
こ
と

や
、『
サ
ボ
テ
ン
島
』
に
お
い
て
は
「
観
念
と
観
念
と
の
衝
撃
に
よ
つ
て
生
れ
る
ポ
エ
ジ
イ
の
実
験
」
と
い

う
試
み
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
「
衝
撃
」
を
求
め
る
表
現
方
法
の
面
か
ら
荒
々
し
い
イ
メ
ー

ジ
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
さ
ら
に
、
西
脇
作
品
と
の
も
う
一
つ
の
差
異
と
し
て
、「
土
人
」
の
イ

メ
ー
ジ
と
と
も
に
「
科
学
」
の
産
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
北
園
が
、「
土
人
」
の
「
思
考
」
と
と
も
に
、「
科
学
」
が
、

新
し
い
詩
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
源
に
な
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
。 

 

第
七
章 

『
固
い
卵
』
論 

―
「
あ
」
の
役
割
を
手
が
か
り
に

― 
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本
章
で
は
、
北
園
の
第
九
詩
集
『
固
い
卵
』（
文
藝
汎
論
社
、
一
九
四
一
・
四
・
一
〇
）
を
取
り
上
げ
た
。

先
行
論
に
お
い
て
は
、「
あ
／
強
烈
な
午
後
の
／
固
い
影
に
コ
ル
ク
は
乾
き
／
絶
望
は
シ
ヤ
ボ
ン
を
濡
ら

し
た
」
の
よ
う
に
、「
あ
」
や
「
お
」
と
い
う
感
動
詞
を
独
立
し
た
一
行
と
し
て
用
い
る
と
い
う
表
現
上
の

特
徴
や
、
同
時
代
の
北
園
の
評
論
「
所
謂
イ
ミ
ヂ
エ
リ
イ
と
イ
デ
オ
プ
ラ
ス
テ
イ
に
関
す
る
簡
単
な
る
試

論
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
「
あ
」
等
の
感
動

詞
が
、
作
品
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
が
、
当
時
の
北
園
が

関
心
を
抱
い
て
い
た
人
間
の
「
思
考
」
や
「
意
識
」
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、『
固
い
卵
』
の
表
現
上
の
試
み
が
、「
所
謂
イ
ミ
ヂ
エ
リ
イ
と
イ
デ
オ
プ
ラ

ス
テ
イ
に
関
す
る
簡
単
な
る
試
論
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。 

 

具
体
的
に
は
、
ま
ず
「
あ
」
や
「
お
」
と
い
っ
た
感
動
詞
は
、
詩
の
語
り
手
の
意
識
が
、
あ
る
対
象
か

ら
別
の
対
象
へ
と
移
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上

で
、
当
時
の
北
園
が
、
外
的
な
刺
激
が
も
た
ら
す
「
思
考
の
テ
イ
マ
以
外
の
も
の
」
に
よ
っ
て
、
屈
折
し

た
り
、
飛
躍
し
た
り
し
な
が
ら
「
捻
転
運
動
」
を
す
る
「
心
の
変
化
」
と
い
う
も
の
に
関
心
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
取
り
上
げ
、『
固
い
卵
』
に
お
け
る
「
あ
」
は
、「
意
識
」
の
内
に
「
捻
転
運
動
」
が
生
じ
た
瞬

間
を
示
し
、
ま
た
そ
れ
を
強
調
す
る
役
割
を
担
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
北
園
の
こ
う

し
た
「
心
の
変
化
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
、〈
意
識
の
流
れ
〉
と
呼
ば
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
表

現
方
法
に
刺
激
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、『
固
い
卵
』
に
お
い
て
は
、〈
意
識

の
流
れ
〉
の
表
現
方
法
を
利
用
し
て
、「
捻
転
運
動
」
を
し
な
が
ら
展
開
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
な
り
を
作
り

出
す
こ
と
で
、「
所
謂
イ
ミ
ヂ
エ
リ
イ
と
イ
デ
オ
プ
ラ
ス
テ
イ
に
関
す
る
簡
単
な
る
試
論
」
で
主
張
さ
れ
て

い
た
詩
に
お
け
る
「
作
像
」
の
「
蒐
集
と
分
類
と
結
合
」
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

第
八
章 

『
風
土
』
論 

―
〈
郷
土
詩
〉
の
試
み
に
つ
い
て

― 
 

本
章
で
は
、
北
園
の
第
一
〇
詩
集
『
風
土
』（
昭
森
社
、
一
九
四
三
・
一
・
二
〇
）
を
中
心
に
北
園
の
〈
郷

土
詩
〉
の
試
み
を
取
り
上
げ
た
。
一
九
四
一
年
頃
よ
り
、
北
園
が
盛
ん
に
論
じ
、
ま
た
実
作
を
発
表
す
る

よ
う
に
な
っ
た
〈
郷
土
詩
〉
に
関
す
る
先
行
論
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
の
戦
争
協
力
や
〈
転
向
〉
と
い
っ

た
観
点
や
、
北
園
の
詩
的
実
験
の
系
譜
に
お
け
る
〈
郷
土
詩
〉
の
位
置
付
け
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、『
風
土
』
や
北
園
の
〈
郷
土
詩
〉
を
め
ぐ
る
議
論
が
、

同
時
代
の
言
説
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
近
年
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
や
藤
本
寿
彦
の
研
究
の
よ
う
に
、
同
時
代
言
説
と
の
関
係
に
言

及
し
た
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
論
の
流
れ
を
踏
ま
え
、『
風
土
』
や
〈
郷
土

詩
〉
を
め
ぐ
る
議
論
と
同
時
代
言
説
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
ま
た
、『
風
土
』
に
お
け
る

表
現
上
の
特
徴
に
注
目
し
、
そ
れ
が
北
園
の
「
郷
土
」
認
識
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
も
検
討
し
た
。 

 

具
体
的
に
は
、
ま
ず
北
園
が
〈
郷
土
詩
〉
の
試
み
に
着
手
し
た
の
と
同
じ
頃
に
、
大
政
翼
賛
会
文
化
部

が
提
唱
し
た
地
方
文
化
運
動
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
北
園
が
〈
郷
土
詩
〉
の

試
み
を
開
始
す
る
要
因
の
一
つ
に
は
、
こ
の
地
方
文
化
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
一
方
で
〈
郷
土
詩
〉
が
、
一
九
三
〇
年
代
初
め
、
北
園
が
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
受
容
す
る
過
程
で
〈
非

西
洋
〉
の
文
化
に
対
し
て
抱
い
た
関
心
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。 

 

次
に
、
当
時
の
北
園
が
、「
郷
土
」
の
文
化
が
、「
感
情
の
繊
細
な
襞
」
や
「
民
族
の
文
化
」
の
「
技
術
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性
」
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、『
風
土
』
で

は
、
詩
の
語
り
手
が
、「
郷
土
」
と
は
異
な
る
場
に
お
い
て
、「
感
情
の
繊
細
な
襞
」
や
「
民
族
の
文
化
」

の
「
技
術
性
」
を
感
じ
取
る
こ
と
で
、「
郷
土
」
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
「
思
考
」
の
動
き
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

さ
ら
に
、
北
園
の
〈
郷
土
詩
〉
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
国
境
を
越
え
た
文
化
の
伝
播
現
象
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
文
化
認
識
が
、
同
時
代
の
〈
大
東
亜
共
栄
圏
〉
構
想
を

正
当
化
し
て
し
ま
う
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
で
、
文
化
の
共
通
性
に
よ
っ
て
水
平

方
向
に
結
び
つ
い
て
い
く
文
化
的
共
同
体
を
思
い
描
く
北
園
の
議
論
は
、
同
じ
よ
う
に
文
化
の
共
通
性
に

よ
っ
て
超
国
家
的
共
同
体
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
〈
大
東
亜
共
栄
圏
〉
構
想
が
、
そ
の
実
、「
上
下
の
民

族
的
な
諸
関
係
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。 

 


