
〈
公

開

講

演

〉

模
　

倣
　

の
　

網

―
―
岡
倉
天
心
を
巡
っ
て
―
―

一

そ
も
そ
も
考
え

る
こ
と
が
生
き

た
人
間
の
生
業
で

あ
る
以

上
、
残
さ
れ
た

思
想
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
石

こ
ろ
の
よ
う
に
目
の
前

に
転
が
っ
て

い
る
は
ず
も
な
い
。
生
が
織
り
成
し
た
諸
思
想
を
、
外
部
か
ら

測
定
さ
れ
た
距
離
や
位
置
の
よ
う
な
関
係
の
な

か
で
考
察
す
る
か
ぎ
り
、
思

想
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ

に
根
本
的
な
欠
落
が
生
ず
る
に
ち
が
い
な

い
。
「
模
倣
」
も
ま
た
思
想
間

に
結
ば
れ

た
一

つ
の
関
係

だ
が
、
思

想
を
並

べ
立
て
て

原
像
と
摸
像
と
を
確
定
し
、
異
同
を
確
認
し
劣
化
の
度
合
い
を
測

定
す
る
作
業
に
終
わ
る
だ
け
な
ら
ば
、
眺

め
ら
れ
た
関
係

か
ら
は
、
当
の
思

想
家
自
身
が
そ
の
生
の
状
況
に
お

い
て
先
行
す
る
別
な
思
想
と
格
闘
し
た
記

憶
が
脱
色
さ
れ
て

し
ま
い
、
そ
こ

か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
説
は
、
ど
う
し
て
も

物
足
り
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
格
闘
の
「
記
憶
」

伊
　
藤
　
　

徹

自
体
、
も
は
や
取

り
戻

す
べ
く
も
な

い
。
げ
れ
ど
も
模
倣
が
生
み
出
し
た
思

想
的
形

象
の
な
か
に
は
、
模
倣

さ
れ
た
原
像
の
徴
だ
け
で
な
く
、
模
倣
遂
行

そ
の
も
の
の
か
た
ち
と
そ
れ

を
促
し

た
力
の
痕
跡
も
残

っ
て

い
る
よ
う

に
私

に
は
思
え
る
。
思
想
と
の
対

話
が
、
そ

の
よ
う
な
痕
跡
を
拾

い
集

め
、
模
倣

遂
行
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
地
点
ま
で
遡

っ
て
み

た
と
き

、
こ

の
関
係

を
よ
り
広
く
、
ま
た
別
な
イ

メ
ー
ジ
の
下
で
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
の

で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
思
想
間
の
、
い
わ
ば
水
平
的
な
関
係
と
は
、
異
質
な

な

に
も
の
か
の
侵
入
が
、
こ
の
対
話
の
な
か
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
も

あ
る

の
で

は
な
か
ろ
う

か
。

も
と
よ
り
日
本
近
代
の
社
会
文
化
が
欧
米
の
そ
れ
の
模
倣
と
し
て
形

づ
く

ら
れ
て
き
た
こ
と

は
、
今
更
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
と
意

識
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
例
外
な
く
苦
々
し
く
語
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

た
と

え
ば
私
た
ち
は
、
永
井
荷
風

の

『
新
帰

朝
者
日
記
』

な
ど
に
、
木

に
竹
を
つ

模倣の網
１



い
だ
よ
う
な
日
本
近
代
の
「
ま
が

い
も
の
」
臭
さ

へ
の
呪

い
を
認

め
る
こ
と

が
で

き
る
。
荷
風
自
身
の
視
線
は
、
そ
の
後
関
東
大
震
災
と

い
う
災
厄
を
経

て
微

妙
に
そ
の
色
合
い
を
変
化
さ
せ
て
い
く
が
、

そ
れ

に
つ

い
て

は
こ
こ
で

は
措
く
と
し
て

、

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
の
欠
落
の
典
型
と
も
見
え
る
日
本
の
近

代

化
の
過
程
を
、
ま
ず
は
美
術
を
中
心
に
、
少
し
具
体
的

に
確
認
し
て
み
た

い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
美
術
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
は
、
と
り
わ
け
模
倣
の
対

極

に
位
置
す
る
独
創
性
を
意
識
す
る
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
近
代
が
そ

こ
に
残
し
た
踏
み
跡
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
時
代
的
な
モ
ー
ド
や
特
定
の

作

家
た
ち
の
色
濃
い
影

が
落
ち
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で

あ
る
。

い
く

つ
か
例
を
と
っ
て

い
え
ば

、
日
本
洋
画

が
ア
カ
デ
ミ
ー
に
初
め
て
場

を
確
保
し

た
こ

と
を
象
徴
す
る
画

家
・
黒

田
清
輝

は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・

コ
ラ

ソ

に
師

事
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
印
象
派

の
後

の
サ
ロ
ン
の
雰
囲
気
を
濃
厚

に
漂
わ
せ
て

い
る
し
、
黒
田
の
弟
子
で
同

じ
鹿
児

島
県
の
出
身
、

つ
い
に
は

東
京
美

術
学
校
校
長
に
ま
で
登
り

つ
め
る
和

田
英
作
の
若

い
頃

の
作
品
（

田

園
風
景
）
は
、
モ
ネ
の
《
積
藁
》
を
思
い
出
さ
せ
る
。
黒
田
の
下
に
収
ま
り

き
ら

な
か

っ
た
青
木

繁
で
あ

っ
て

も
、
例
外

で

は
な
い
。
「
成
功
」

し
た
黒

田

と
ち
が
い
天
才

の
「
悲
劇
」

を
地
で
行

っ
た
よ
う
な
、
こ
の
夭
折

の
画

家

は
、
た
し
か
に
有
名
な
作
品
《
海
の
幸
》
（
一
九
〇
四
）
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン

ス
で
展
開

さ
れ
て

い
く

フ
ォ
ー
ヴ

ィ
ス
ム
を
先
取

り
し

た
「
独
創
的
」
な
個

性

だ
っ
た
と
み

な
さ
れ
て

い
る
が
、
一
年

ほ
ど

の
こ
の
先
行
性
も
、
印
象
派
、

後
期
印
象
派
と

の
連
続
性

の
受
容

な
し

に
は
考
え

ら
れ

な
い
の
で
あ

っ
て
、

彼

の

「
独

創
性

」

自

体

、

こ

の

連

続

性

の

内

に

根

を
下

ろ

し

て

い

る

と

い

わ

ね
ば

な
ら

な

い
で

あ

ろ

う

。

い

ま

た

ま

た
ま

一

九

世

紀

末

か

ら

二
〇

世

紀
初

頭

に
か

け

て

の

例

を

い

く

つ

か
取

り

上

げ

た
が

、

そ

れ

以

前

に

お

い

て

も

、

ま

た
そ

れ

以

後

に

お

い
て

も

、

西

洋

絵

画

の
模

倣

は
、

取

り

払

い

が

た

い
影

の

よ

う

に

日

本

の

「

洋

画

」

シ

ー

ン
を

覆

っ
て

い

る
。

日

露

戦

争

の

勝
利

が

荷

風

も

嫌

悪

し

た

「

一

等

国

」

意

識

を

広

め

る
な

か

、

な

る

ほ

ど

芸

術
家

た
ち

は

、

強

い

独

創

性

の

意
識
を
も
ち
始
め
る
。
「
芸
術
家
の
P
E
R
S
O
E
N
L
I
C
H
K
E
I
T
に
無
限
の
権

威

を

認

め

よ

う

」
「
そ

の

Ｐ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
Ｅ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

を

出

発

点

と

し

て

其

作

品
を
S
C
H
A
E
T
Z
E
N
し
た
い
」
と
い
っ
た
の
は
、
一
九
一
〇
年
の
評
論

「
緑

色

の

太

陽
」

の
高

村

光

太

郎

で

あ

っ

た

が

、

彼

と

と

も

に

ヒ

ュ

ウ

ザ

ン

会

を

結

成
し

て

い

っ

た
岸

田

劉

生

や

萬

鉄

五

郎

の

当

時

の
作

品

を

見

る
な

ら

ば

、

そ

こ

に

は
後

期

印

象

派
や

フ

ォ

ー
ヴ

ィ

ス

ム
、

キ

ュ

ビ

ス

ム
の

「
模

倣

物
」

を

認

め

な

い

わ
け

に

は

い
く

ま

い
。

こ

の

二

人

の
才

能

豊

か
な

画

家

た

ち

を

も

飲

み

込

ん

だ
模

倣

の

奔
流

に
沿

っ
て

下

っ
て

い

く

な
ら

ば

、

常

に
西

洋

の

後

を

追

い
模

倣

に
終

始
し

て

い

る
よ

う

に
さ

え

思

わ
れ

る
、

日
本

の

前

衛

た

ち

の

姿

に
、

あ

る
種

暗

澹

た

る
思

い

に
捉

わ

れ

る

こ
と

す

ら

起

こ

る
の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

二

亀
井
勝
一
郎

は
、
そ
の
よ
う
な
暗
澹
た
る
気
持
ち
を
表
出
し
た
一
人
で
あ

る
。
一
九
三

八
年
独
立
美
術
協
会
展
覧
会
を
上
野
に
訪
れ
た
彼

は
、
そ
こ
に



溢
れ
た

シ
ュ

ー
ル

レ
ア
リ

ス
ム
の
模
倣
物
に
「
最
も
安

っ
ぽ

い
モ
ダ

ン
・

ボ

ー
イ
の
服

装
」
に
も
似
た
「
歴
史
の
欠
如
」
を
認
め
、
明
治

に
あ

っ
て
同
様

の
「
欠
如

」
に
「
反
撃
」
し

た
岡
倉
天
心
の
こ
と
を
回
顧
し
て

い
た
。
岡
倉

天

心
こ
と
覚
三
は
、
荷
風
と
同
じ
く
「
硬
い

カ
ラ
ー
や
山
高
帽
」

に
象
徴
さ

れ
る
西

洋
の
浅
薄
な
模
倣
を
嘲
笑

っ
た
男
で
あ
り
、
美
術
行
政
官
と
し
て
一

八
八
九
年
東
京
美
術
学
校
を
創
設
し
た
際
、
東
京
藝
術
大
学

の
も

う
一
つ
の

前
身
で
あ

っ
た
東
京
音
楽
学
校
が
西
洋
音
楽
一
辺
倒

の
方
向
性
を
と

っ
た
の

と
は
正
反

対
に
、
西
洋
画
科
を
置

か
な
か

っ
た
。
当
時
日
本

の
「
洋
画
」

は

ま
だ
草
創
期
を
脱
し
て

い
な

か
っ
た
が
、
ア

ン
ト

ニ
オ
・

フ
ォ
ン
タ
ネ

ー
ジ

に
学
ん
だ
浅
井
忠
、
小
山
正
太
郎
な
ど
は
、
既
に
名
を
な
し
て
い

た
わ
け
で
、

そ
う
し
た
状
況
の
な

か
で
の
岡
倉
の
美
術
行
政
は
、
亀
井
の

い
う
よ
う
に
西

洋
模
倣
へ
の
「
反
撃
」
で
あ
り
、
そ
の
結
果
官
学

か
ら
「
排
除
」

さ
れ
た
浅

井

ら
初
期
の
「
大
家
」
た
ち

は
、
同
じ
く
一
八
八
九
年
明
治
美
術
会

を
結
成

し
て

い
っ
た
。
浅
井
が
東
京
美
術
学
校
の
教
授

に
な

る
の
は
一
八
九
八
年
、

つ
ま
り
岡
倉
が
九
鬼
隆
一
夫
人
・
星
崎
波
津
子
と

の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
ら
み

の
出
来
事
に
よ

っ
て
校
長
職

か
ら
追

わ
れ
た
年
の
こ

と
で

あ
る
。

岡
倉
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
大
き
く
見
れ
ば
井
上
馨

に
導
か
れ
た
欧
化

政
策
な
ど
に
対
抗
し
て
生
じ

た
世
紀
末
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
流
れ
に
位
置

づ
け

る
こ
と
が
で
き

る
が
、
だ

か
ら
と
い

っ
て
彼
が
西
洋
模

倣
を
超
越
し
て

い
た
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な

い
。
周
知
の
よ
う

に
、
岡

倉
は
東
京

帝
国
大

学
文

科
大

学
時
代
ア

ー
ネ

ス
ト
・

フ
ェ
ノ

ロ
サ
に
よ

っ
て

「
当
時

ほ
と
ん
ど

地

に
堕
ち
て

い
た
日
本
美
術
」
へ
と
目
を
開

か
れ
て

い
っ
た
の
で

あ
り
、
モ

も
そ
も
彼
が

フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
の
親
交

を
得
だ
の

は
、
「

い
ま
だ
声
変
わ
り
せ

ぬ
幼
年
時
代
」
、
英
語
教
育
を
受

け
て

い
た
こ
と

に
起
因

し
て
い

た
。
後

に

出
版
さ
れ
て

い
く
彼

の
著
述
は
、
『
東
洋
の
理

想
』

に
し
ろ

『
茶
の
本
』

に

し
ろ
、
ほ
と

ん
ど
が
英
語
で

書
か
れ
て

い
た
の
だ

か
ら
、
彼
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ

ズ

ム
は
、
亀
井
や
浅
野
晃
ら
日
本
浪
漫
派
が
付
加
し
た
イ

メ
ー
ジ
と
は
少
な

か
ら
ず
ず
れ
、
西
洋
も
し
く
は
西
洋
支
配
下
の

ア
ジ
ア

に
向
け

て
発
信
さ
れ

た
も
の
で
あ

っ
て
、
西
洋
へ
の
「
対
抗
」

は
、
維
新
前
後
西
洋
へ
と
向

か
っ

て
開

か
れ
た
視
野

の
な

か
で

育
ま
れ

た
も
の
だ

っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

西
洋
模
倣

の
影

は
、
彼
の
美
術
行
政

に
も
射
し
て

い
る
。
た
し
か
に
岡
倉

の
日
本
画
志
向

は
、
常
に
西

洋
と
の
意
識
的
な
区
別
の
も
と
に
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
一
八
九
四
年
既
に
東
京
美
術
学
校
で
校
長
と
し
て

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

に
邁
進
し
て

い
た
彼

は
、
「
美
術
教
育
施
設

二
付
意
見
」
を
書
き
、
「
高
等
美

術
学
校
」
の
設

立
を
呼
び
か
け
て

い
る
が
、
そ
こ

に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が

見
つ
か
る
―
―
「
泰
西
自
ず
か
ら
泰
西
の
情
勢
あ
り
本
邦
自
ず
か
ら
本
邦
の

必
要
あ
り
」
、
「
憶
う
に
本
邦
美
術
の
性
質
上
、
彼
と
趣
を
異

に
す
る
も

の
少

し
と
せ
ず
」
。
し

た
が
っ
て
、
作
ら

れ
る
べ
き

「
高

等
美
術
学
校
」
に
関
し

て
も
、

わ
れ

わ
れ
自
身
が
「
本
邦
の
必
要
」

に
応
じ
て
、
選
択
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
―
―
そ
う
彼
は
主
張
す
る
。

け
れ
ど
も

「
泰
西
」

の
状
況
・
趣
味

と
の
区
別
を
掲
げ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
岡
倉

の
い
う
「
本
邦
美
術
の
性
質
」

は
、
「
泰
西

の
情
勢
」

と
の
あ

る

符
合
を
示
し
て

い
る
。
岡
倉
が
こ
の
意

見
書

に
お
い
て
一
例
と
し
て
挙
げ
て

い
る
「
区
別
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
純
正
美
術
」

模倣の網
３



と

「
工
業
美

術
」

と
の
間
の
区
別
が
日
本

に
は
な

い
と

い
う
点
に
あ
る
。

し

か
し
な
が
ら
美
術
と
工
芸
と
の
間
の
区
別
は
、
当
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

既
に
自
明
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
ア
ー

ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
に
始
ま
っ
た
美
術
と
工
芸
と
の

融
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
波
及
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
世
紀
前
半
の
前

衛
芸
術
の
源
泉
の
一
つ
と
な

っ
て

い
っ
た
。
そ
う
し

た
事
情

に
鑑
み

る
と
、

岡
倉
が
指
摘
し
て

い
る
「
泰
西
」
と
異
な

る
「
本
邦
の
趣
」

は
、
む

し
ろ

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
の
同

時
代
的
な
美
術
状
況

に
適
合
し
て
い
る
こ
と

に
な
ろ

う
。
し

か
も
岡
倉
は
、
こ
の
区
別
の
実
際
上
の
無
効
性
が
「
近
来
欧
州
先
進
者
」

に

よ

っ
て

認
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
だ
と
も
述
べ
、
そ
の
上
で
日
本
で

は
元
来

絵
画

が
直
ち
に
模

様
で

あ

っ
た
と
い

っ
て

い
る
の
で

あ

っ
て
、
彼
の

「
本
邦

美
術
」

は
西

洋
の
「
最
先

端
」
の
動
向
と
の
一
致
す
ら
う
か
が
わ
せ

る
の
で

あ

る
。

岡
倉
の
工

芸
的
絵
画
の
志
向
は
、
単
に
美
術
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
の
内
的
展

開
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
。
工
芸
性
・
模
様
性
に
軸
を
置

い
た
彼
我

の
区
別

の
意
識
は
、
既
に
日
本
が
幕
末
以
来
博
覧
会
を
通
し
て
気
づ

い
て

い
た
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

エ
キ
ゾ
チ

シ
ズ

ム
へ
の
迎
合
的
反
応
と
い

っ
た
相
を
帯

び
て

い
る
。

要

す
る
に
「
猿
ま
ね
」
の
洋
画
よ
り
も
日
本
趣
味
を
漂
わ
せ

た
美
術
、
あ

る

い
は
む
し
ろ
工
芸
の
方
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ウ

ケ
る
産
業
製
品
と
な
り

う
る
と

い
う
意
識
は
、
岡
倉
の
み
な
ら
ず
一
九
世
紀
末
の
日
本
美
術

シ
ー
ン
の
一
つ

の
側
面
を
な
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
美
術
工
芸
品
が
「
有
力
な
産
業
」
と
し

て

位
置
づ
け

ら
れ
る
と
い
う
状
況

は
、
岡
倉
の
こ
の
意
見
書

に
も
見
て
取
る

こ
と
が
で
き

る
。

い
わ
く
「
外
国
貿
易
上
我
工

業
に
付

随
せ

る
名
誉

と
利

益
」

と
は
、
「
美
術

的
趣
味

の
優
美
雅
潔
な
る

に
帰

せ
ず

ん
ば

あ
ら
ず
」
。

「
我
特
徴

た
る
美

術
的
工

業
」
を

従
来
の
形
で
保
持
す

る
こ
と

が
で
き
れ
ば

「
一
層
国
家

の
富
源
」

と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
岡
倉

は
「
美

術
貿
易
」
と

い
う
言
葉
も
使

う
が

、
そ
の
志
向
は
、
日
本
最
初
期
の
洋
画

家
・
高
橋
由
一

が
、
維
新
後
公

的
サ
ポ
ー
ト
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
故
郷

下
野

か
ら
遠
く
隔

た
っ
た
金
毘
羅
宮
に
ま
で

す
が
っ
て

資
金

を
調
達
し
、
油

絵
教
育

に
尽
力
し

た
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
「
国
力
増
強
」
と
同

一
だ

っ
た
と

い
え

る
だ
ろ

う
。
一
八
九
二
年
の

シ
カ
ゴ
博
覧
会

に
関
わ

っ
た

こ
と
も
あ
る
岡
倉

は
、

そ
の
日
本
画
志
向
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
と

い
う
よ
り

は
、
ほ
か
な
ら

ぬ
こ
の
志
向

に
よ
っ
て

、
殖
産
興
業
、
す
な
わ
ち
西
洋
化
・

近
代
化
と
密
接

に
結
び
つ

い
て

い
た
の
で
あ

る
。

西

洋
と
の
近
さ
は
、

さ
ら

に
指
摘
で
き

る
。

そ
も
そ
も
彼
の

い
う
「
美
術

貿
易
」
が
扱
う
べ
き
「
本
邦
美
術
」

そ
の
も

の
が
、
従
来
の
伝
統
を
超
え
出

て
い
く
。
た
し

か
に
彼

は
幕
府
崩
壊
と
と
も

に
落
ち
ぶ
れ
て

い
た
狩
野
芳
崖

を
探
し
出
し
ヽ

東
京
美

術
学
校

の
設
立
の
た
め
に
招
聘
し

た
が
ヽ

狩
野
派
を

日
本
画
正

統
の
位
置

に
戻
し

た
か
に
見
え
る
、
こ
う
し

た
行
為
で
あ

っ
て
も
、

単
な
る
復
古
的
な
も

の
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

岡
倉

に
と

っ
て
、
幕
府
公
認

の
ゆ
え

に
「
独
創
的
な
卓
越
」
を
阻
害
さ
れ
て

い
た
狩
野
派
な
ど
、
復
元
に

値
す
る
も
の
で
な

か
っ
た
し
、
岡
倉
の
目
に
映

っ
た
芳
崖
と

い
う
男
は
、
そ

ん
な
狩
野
門
中

に
あ
り

な
が
ら
「
断
然
と
し
て
破
格
を
試
む

る
」
者
だ

っ
た

か
ら
で
あ
る
。
岡
倉
が
芳
崖
や
橋
本
雅
邦
ら

に
期
待
し

た
の

は
、
伝
統
の
保



存
や
復
元
で

は
な
く
、
「
日
本

の
古
代
芸

術

の
可

能
性
の
よ
り

高

い
実
現
」

で

あ
り
、
岡
倉
は
、
い
っ
て
み
れ

ば
「
本
邦
美
術
」
を
「
創
出
」

し
よ

う
と

さ
え

し
て

い
る
の
で
あ

る
。

し
た
が
っ
て

岡
倉
は
伝
統
保

守
の
姿
勢
に
対

抗
す
る
意
思
さ
え

見
せ

る
。

一
八
八
七

年
の
講
演
の
な
か
で

、
岡
倉

は
西

洋
主
義
者
お
よ
び
東
西
折

衷
主

義

者
と
並

ん
で
「
純
粋

の
日
本
論
者
」

を
、
衰
退

期

に
あ
る
日

本
美

術

の

「
挽

回
」

を
図
り

な
が
ら
結
局

「
模
擬

に
陥
り
、
真
正

活
発
な

る
開
達

を
望

む
」
こ
と

が
で
き

ぬ
者
と

し
て
退
け

、
「
東
西
の
区

別
を
論
ぜ
ず

美
術

の
大

道

に
基
き

、
理

の
あ
る
所

は
之

を
取
り

美
の
あ
る
所
は
之

を
究

め
」
よ
と

呼

び
か
け
て

い
る
し
、
さ
ら

に
三
年
後
書

い
た
報

告
書
の
な
か
で
も

、
美

術
の

み

な
ら
ず
時
代

全
体
を
覆

う
趨
勢

と
し
て

「
新
奇

を
求

め
或

は
洋
風

に

流

れ
」

る
「
進
取
の
弊
」
と

並
ん
で
、
「
保

守
の
弊
」

を
挙
げ
て
こ

う
批
判

し

て

い
る
Ｉ

「
美
術

に
お
け
る
保
守
主
義

は
、
た
だ
旧

い
か
た
ち
を
模
倣

す

る
に
留
ま

る
も

の
で
あ

っ
て
、
精
神
薄
弱

、
技
術
萎
靡
、
僅
に
旧

時
代

の
残

影

を
止
む

る
に
過
ぎ
ず
」
。

岡
倉
の
志

向
は
、
作
り
手

の
あ
り

方
も
そ

の
ま
ま

に
し
て

お

か
な

い
。
、

「
新
機
軸
」

の
中
心

は
、
「
自
主

の
心
」
、
す

な
わ

ち
伝
統
の
固

守
と
外
来
文

化
の
模
倣

の
中
間

に
「
独
立
の
地
位
を
保

つ
」

こ
と
で

あ
り
、

そ
れ
が

初
め

て
伝
統

に
し
ろ
外
来
に
し
ろ
「
之
を
取
り
て
参

考
と
な
し
之
を
選

ん
で

材
料

と
な
」
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
彼

は
い
う
。

だ
が
「
美
術
を
発
達
進
歩

す

る
は
唯
だ
美
術
家
一
身
の
力
」
だ
と
語
ら
れ

る
と
き
、
彼

が
期
待
し

た
、
審

査
な
ど
超
越
し
た
独
立
的
な
個
性
は
、
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
登
場
し
て
き

た
芸
術
家
た
ち
の
こ
と
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
岡
倉
は
、
東
洋
絵
画
共
進
会

を
保
守
的
な
も
の
と
し
て
批
判
す

る
な

か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
展
状
況
を

対

峙
さ
せ
て

い
る
が

、
既

に
サ

ロ
ン
の
周
辺
に

は
、
《
草
上
の
昼

食
》
落
選

の

マ
ネ
を
始
め
、

モ
ネ
、
さ
ら

に
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
な
ど
、
審
査
を
越
え

そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
シ
ー
ン
に
お
い
て
「
新
機
軸
」
を
打
ち
出
し
て

い
く
画
家
た
ち
が
現

れ
始

め
て

い
た
。
岡
倉
は
一
九
〇
四
年
の
講
演
で
は
、

は
っ
き
り
と
こ
う
い
っ
て
い
る
―
―
「
芸
術
は
個
人
の
精
神
の
表
現
以
外
の

何
も
の
で

も
あ
り

ま
せ

ん
」
。

自
立
的
個
性
的
な
画
家
の
イ

メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
作
ら
れ
る
べ
き
作
品

に
も
、
西

洋
的
近
代

的
な
純
粋
芸
術
へ
の
志
向
が

に
じ
ん
で
い
る
。
彼
は
、

伝

統
保
守
が
生
み
出
す
「
弊
」
の
具
体
化
と
し
て
当
時
の
文
人
画
に
た
び
た

び
言
及
し
て

い
る
が
、
岡
倉
の
師
匠

フ
ェ
ノ

ロ
サ
は
、
伝
統
保
存
を
旨
と
す

る
美
術
団
体

・
龍
池

会
に
お
け
る
講
演
「
美
術
真
説
」

に
お

い
て
、
文
人
画

が
文

学
美
術
と
し
て

絵
画
の
純
粋
な
理
念
か
ら
外
れ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

い
わ
く
文

人
画

の
場

合
「
画
外
別

に
文
学
の
善
美
な
る
も
の
」
を
置
い
て

い

る
の
で

あ
っ
て
、

こ
れ
は
「
実

に
画
術
の

本
旨
に
あ
ら
ざ

る
な
り
」
。

こ
の

発
言
に
は
、
神
話
画

や
歴
史
画
な
ど
文
学
性
に
依
存
す
る
絵
画
か
ら
離
れ
純

粋
に
視
覚
に
訴
え
る
よ
う
な
絵
画
へ
と
向
か
っ
た
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

絵
画

運
動

と
の
共
通

の
志
向
も
見
え
隠
れ
し
て

い
る
。
別
な
文
脈
で
は
あ
る

が
、
岡
倉
も

洋
画
派

・
小
山
正
太
郎
へ
の
論
難
に
お

い
て
、
師
匠
の
こ
う
し

た
考
え

を
援
用
し
て

お
り
、
彼
の
い
う
「
新
機
軸
」

に
沿

っ
て
生
み
出
さ
れ

た
作
品
は
、
た
と
え
日
本
画
の
領
域
に
あ
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
共
振

｜　模 倣 の 網５



を
含
む
こ
と

に
な
る
。
岡
倉
の
配
下

に
い
た
横
山

大
観
や
菱
田
春
草
ら

が
岡

倉
の
示

唆

に
よ

っ
て
創
出
し
て

い
っ
た
と

い
わ
れ
る
「
朦
朧
体
」
に
は
、
線

主
体
の
旧
来
の
日

本
画
と

は
異
な

っ
て
、

色
彩

を
志
向
し
た
印
象
派
と
の
共

通
の
ト

ー
ン
が
響

い
て

い
る
が
、
そ
の
こ

と
は
、
同
時
代
の
日
本
美
術
院
の

仇
敵
の
一
人
大

村
西
崖
が
示
唆
し

「
西
洋
画

と
日
本
画
を
合
体
・
折
衷
さ
せ

よ
う
」
と
す

る
も

の
と

い
っ
た
非
難
が
浴

び
せ

ら
れ
て
以

来
、
繰
り
返

し
指

摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。

こ
の
よ

う
に
見
て
く

る
な
ら
ば
、
岡
倉

の
日
本
画
志
向
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

美
術
へ

の
対
抗

を
意
識
し

た
だ
け
で
な
く

、
そ
れ
に
導
か
れ
な
が
ら
動

い
て

い

っ
た
と

い
わ
ざ

る
を
え

な
い
で
あ
ろ

う
。

い
っ
て
み

れ
ば
、
卓
抜
な
英
語

能
力
に
よ

っ
て

い
ち
早
く
欧
米
文
化
へ

の
入
り
口

を
得
て

い
た
が
ゆ
え

に
岡

倉

は
、
洋
画
排
除

を
掲
げ
て
も
、
そ
の
排
除
自
身

が
「
美
術
貿

易
」
と

い
う

形
で
欧
米

の
エ
キ
ゾ
チ

シ
ズ
ム
に
呼
応
し

た
も

の
だ
っ
た
の
で

あ
り
、

創
出

さ
れ

る
べ
き

日
本
的
な
絵
画
の
「
新
機
軸
」

に
し
て

も
、
制
作
主
体
・
作
品

と
も

に
、
西

洋
に
模
倣
の
範
を
と

っ
て

い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と

す

る
と

欧
米
文

化
の
模
倣
は
、
岡

倉
の
よ
う
に
そ
の
運
動
を
批
判
し
た
人
の

内

部
に
も
、
確
実
に
浸

透
し
て

い
る
、
き

わ
め
て

根
深
い
も
の
で
あ
っ
て

、

そ
う
い
う
意
味
で
日
本
近
代
は
模
倣
の
な
か
に
ど

っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て

い
た

と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で

あ
る
。

三

模
倣
が
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
出

よ
う
と

す
る
働
き
に
も
感
染
し
て
い
く
も
の

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
模
倣
そ
の
も
の
に
対
す

る
イ

メ
ー
ジ
を
変

え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。
通
常
模
倣
は
、
模
倣
す
る

者
と
模
倣
さ
れ
る
原
像
と

の
間

に
結
ば
れ
る
一
対
一
の
関

係
と
し
て
、
模
倣

者
が
、
な
に
か
を
模
範
・
原

像
と
し
て
立
て
て
お
い
て
、
そ
れ
を
若
干

劣
化

し
た
形
で

は
あ
る
が
再
現
す

る
、
と

い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
、
表
象
さ
れ

る
。
こ
こ
に
は
劣
化
に
伴
う
劣
等
感
が
あ

る
だ
け
で
な
く
、
模
倣
者
が
模
倣

の
行
為
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し

う
る
者
と
し
て
、
こ
の
行
為

の
外
部

に
立

っ
て

い
る
可

能
性
も
ま
た
、
許
容

さ
れ
て

い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え

る
。
こ
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
た
と
え

ば
「
和
魂
洋
才
」
と

い
っ
た
形
で
、
模
倣
の
力
の
及
ぶ

範
囲
を
限
定
し
主
体
の
独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
う
る
。
そ

の
際

の
「
独
自
性
」

は
、
模
倣
さ
れ
る
客
体
た
る
原
像
と
横
並
び
に
し
て
比

較

さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
場
合
い
わ
ば
「
日
本
的
な
も
の
」
と
し
て

、

考
え

ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
少
な
く
と
も
岡
倉
の
場

合
、
西
洋
的
原

像
の
模
倣
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
対
抗
し
て
措
定
さ
れ
る
も
う
一

つ
の
原

像
、
つ
ま
り
「
本

邦
の
美
術
」
も
ま

た
、
模
倣

の
色

を
帯
び
て

し

ま

っ
て
い
る
。
冒
頭
で

触
れ
た
永
井
荷
風

に
し
て
も
、
な
る
ほ
ど
浅
薄
な
西

洋
化
・
近
代
化
を
嫌
悪

し
、
江
戸

の
残
照

に
沈
む
「
深
川

の
川
筋
」

に
映
る

女
の
影
の
内
に
逃
避
し
て

い
く
が
、

そ
の
逃
避
行
も
、
個
人
主
義
を
一
種
熱

病
だ
と
し
た

『
冷
笑
』
と
い
う
小
説

を
例

に
と
れ
ば
、
同
時
代

流
行
し
た
詩

人

ガ
ブ
リ

エ
ル
・
ダ
ヌ
ソ
チ
オ
が
結

ん
だ

ヴ
エ
ニ
ス
の
秋
の
夕
暮
れ
の
イ

メ

ー
ジ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
も
の
と

な
っ
て

い
る
。
主
体
は
、
模
倣
以
前
の
な

に
も
の
か
を
純
粋
に
保
存
し
て

な
ど

い
な

い
。
こ
う
し
た
事
態
を
考
え
て
み



る
と
、
模
倣

は
主
体
が

そ
の
意
思

に
し
た
が

っ
て

な
し

た
自
由

な
行
為

と
い

う
よ
り

は
、
主
体
と
そ

の
働
き

の
一
切
を
包
み
込

ん
で
し

ま
う
よ
う
な
も
の

の
よ
う

に
思
え
て

く
る
。

模
倣

は
、
主
体
を
取
り
込
む
網

の
よ

う
な
構

造
と

し
て
、
た
と
え
そ
こ

か
ら

脱
出
し
よ
う
と
試
み
て
も
、

そ
の
脱
出

そ
の
も

の

を
自
ら
の
養
分

に
し
て
成

長
し
て

い
く
生
き
物
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
イ

メ

ー
ジ
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
こ

の
イ

メ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、

主
体

と
い
っ
て

も
、

伝
統
的
な
「
魂
」

な
る
も

の
を
し

か
と
抱

い
た
確

た
る
も

の
と

し
て
存

在
し

て

い
る
の
で
は
な
く
、
模
倣
の
運
動

に
巻
き
込
ま
れ
、
そ

の
な
か
で

い
つ
の

ま
に
か
変
形
変
質
し
て

い
く
よ
う
な
も
の
で
し

か
な
い
。

こ
こ
ま
で
扱

っ
た
の

は
、
さ
し
あ
た
り
明
治
の
末
辺
り

に
限
ら

れ
て

は
い

る
が
、
今
の
私
た
ち
に
と

っ
て
無
縁
な
話
で
は
な

い
。
思
想
と

か
哲
学
と

か

呼
ば
れ
る
知
的
営
み
の
世
界
を
眺

め
る
に
つ
け
て
も
、

い
や
そ

の
前
に
私
自

身
の
貧
し
い
思
索
の
経
過
を
振
り
返

っ
て
み
て
も
、
日
本

に
お
け

る
思

考
の

試
み
が
、
と
も
す

る
と
欧
米
の
流
行
思
想
の
受
け
売
り

に
陥
り

か
ね
な
い
こ

と
、
そ
の
こ
と
を
反
省
す

る
試
み
が
ま
た
西
洋
由
来

の
思

考
の
構
図
の
な
か

を
動
い
て
い
る
こ
と

は
、
ど
う

に
も
否
定
し
が
た

い
よ

う
に
思
え

る
。

そ
の

構
図
が
私
の
こ
こ
で
の
言
説
を
包

ん
で

い
る
こ
と
も
、
私

は
承

知
し
て

い
る
。

模
倣
を
網
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
す
る
よ
う
提
案
す
る

の
も
、

岡
倉

の
こ
と
よ
り

も
な
に
よ
り
も
、
こ
の
網

に
捉
わ
れ
も
が
い
て
い

る
と

い
っ
た
自
己
イ

メ
ー

ジ
を
、

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
自
身
が
も

っ
て
い
る

か
ら
で
も
あ

る
。
こ

の
網

の
な
か
で

、
私

た
ち
は
他
の
思
想
や
文
化
の
か
た
ち
を
受
け
入
れ

た
り
、
拒

絶
し

た
り
し

な
が
ら
、
こ
の
網
を
類
似
と
差
異
の
織
物
と
し
て
織
り
成
し
て

い
く
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
事
態

を
哲
学

的
に
反
省
し
よ
う
と
思

う
な
ら
ば

、
私

た
ち
は
折
り
目
の
類
似
・
差
異
の
比
較

に
終
始
せ
ず
、
網
の

よ
う

な
模
倣

の
由
来
を
尋
ね
、
そ
れ
を
突
破
す
る
志
向
を
も

た
ね
ば
な
ら
な

い
の
で

は
な
か
ろ

う
か
。

模
倣

の
網
の
由
来
の
探
索

は
、
時
間
的
に
も
力
量

的
に
も
私
の
能
力
を
遥

か
に
超
え
て

は
い
る
が
、
由
来
が
潜
む
場
所

を
、
私

は
科
学
技
術
の
内
に
想

定
し
て

い
る
。
歴

史
的
に
見
て
も
、
西

洋
の
文
明

か
ら
生
ま
れ
近
代
に
お
い

て
巨
大

な
力

に
成
長
し
た
科
学
技
術
は
、

日
本
を
含

め
そ
れ
を
も
た
な
か
っ

た
文
化
圏

に
対
し
て

、
受
容
・
導
入
を
不
可
避
的

な
も
の
と
し
た
の
で

あ
り
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
も
ま
た
、
圧
倒
的
な
優
位
性
を
帯
び

た
原
像
と
し
て
他

の
地
域
に
迫
っ
て
く
る
よ
う

に
な

っ
た
と
い
え
る
。

そ
の

辺
り
を
岡
倉

は
ど

う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

岡
倉
も
ま

た
科

学
技
術
の
力
が
世
界
を
大
き
く
変
え
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気

づ

い
て

い
た
一
人
で

あ
る
。
彼
は
一
九
〇
四

年
の
『
日
本
の
覚
醒
』
に
お
い

て
、
自
ら

が
生
き

る
世
界
の
出
現
の
源
が

「
機
械
的
発
明
の
急
速
な
発
展
」

の
内

に
あ
り

、
そ
れ
が
単
に
工
業
の
み
な

ら
ず

、
「
エ
チ

ケ
ッ
卜
と
言
語
」

を
西

洋
化
し

、
「
知
識
」
を
も
組
織
化
し

て
い
く
こ

と
を
見
て

い
た
。

げ
れ

ど
も
残
念

な
が
ら

、
岡
倉
が
科
学
技
術
の
支
配

の
深

さ
を
ど
こ
ま
で
測

定
し

て

い
た
の
か
と
な
る
と
、
彼
の
視
線
の
射

程
の
短
さ
を
感
じ
ざ
る
を
え

な
い
。

と

い
う

の
も

、
た
と
え
ば
彼
は
、
明

治
維
新

に
よ

っ
て
天
皇
を
中
心
に
日
本

が
一

つ
に

な
る
こ
と

に
よ

っ
て

機
械
文
明
が
も

た
ら
し

た
「
ア

ジ
ア
の
屈

辱
」
が
晴
ら

さ
れ

、「
ア
ジ
ア
の
夜
」
が

「
旭

日
昇
天
を
前

に
し
て
永
久
に

模倣の網
７



去

っ
た
」
と
厳
か
に
宣
言
し
て

い
る
が
、
日
本
の
場
合
天
皇
制
国

家
こ
そ
初

め
て

テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ

っ
て
本
格
的

に
支
配
さ
れ
た
国
家
だ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
『
東
洋
の
理
想
』
に
比

べ
て

激
し

い
「
ア
ジ
テ

ー

シ
ョ
ン
す
れ
す

れ

の
表
現
」

が
目
立
つ
、

い
わ
ゆ

る

『
東
洋

の
覚
醒
』

に

お

い
て

岡
倉

は
、

「
覚
醒
」
に
と

っ
て

重
要
な
の

が
「
愛
国
心

の
組
織
的

な
高
揚
と

戦
争

に
対

す
る
計
画
的
な
準
備
」
だ
け
だ
と
語
る
と
と
も

に
、
日
本
が
「
近
代
列

強
の

一
員
」
に
な
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
―
―
「
な
ぜ
な
ら
、

列
強
が
理
解
し
尊
敬
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
野
蛮
な
力
だ
け

だ
か
ら
で

あ
る
」
。
「
野
蛮
な
力
」
と

い
う
の

は
、
科
学
技
術

か
ら
噴
出
し
て

く
る
武
力

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
結
局
「
ア

ジ
ア
は
一
つ
」
と

い
う
有
名
な
標
語

に
よ

っ

て

指
し
示

さ
れ
た
「
東
洋
の
理
想
」
も
、
そ
の
実
現
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生

み
出
し
た
科
学
技
術
抜
き
に
し
て

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
岡
倉
が

「
究
極
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も

の
に
対
す

る
広
や

か
な
愛
情
」

と
規
定
し

た
ア
ジ
ア
共
通
の
「
思
想
遺
産
」

は
、
そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
と
も
あ
ろ

う

に
「
野
蛮
さ
」
と
結
託
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
岡
倉
は

『
茶

の
本
』

の
冒

頭
で
、

か
つ
て
茶
と

い
う
「
穏
や

か
な
技
芸
」

に
沈
潜
し
て

い
た
頃
日

本
を

「
野
蛮
国
」
と
見
て

い
た
西

洋
人
が
、
日

露
戦
争
下

の
満
州
で

「
大
殺
戮

を

犯
し
始

め
て
以

来
」
こ
れ
を
「
文
明
国
と
呼
ん
で

い
る
」
と
皮

肉
り
つ

つ
、

こ
う
い
っ
て
は
い
る
―
―
「
も
し
も
わ
が
国
が
文
明
国
と
な
る
た
め
に
身
の

毛
も
よ
だ
つ
戦
争
の
光
栄

に
拠
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し

た
ら
、

わ
れ
わ

れ

は
喜
ん
で
野
蛮
人
で

い
よ
う
」
。
け

れ
ど
も
「
小

さ
い
も
の
、

は
か
な

い

も
の
」
へ
の
愛
情
の
な

か
で
「

わ
れ

わ
れ

の
技
芸
と
理
想

に
ふ
さ

わ
し

い
尊

敬
が

は
ら

わ
れ
る
時
ま
で
」

待
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
本
は
、
敏
速
な

戦
闘
機
や
巨

大
な
戦
艦
で

武
装
し
て
大
東
亜
共
栄
圏

を
作
り
上
げ

た
か
と
思

う
と

、
原
子

爆
弾
と
い
う
さ
ら
に
進
展
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ

っ
て
壊
滅

的
な
打
撃
を
受
け

た
の
だ
っ
た
。

四

「
殖
産
興
業
」

を
志
し
た
瞬
間
か
ら
日
本
近
代
が
科
学
技
術

の
力

に
よ

っ
て

宿
命

的
に
も
思
え

る
ほ
ど
模

倣
の
な

か
に
あ
っ
た
と
し

た
な
ら
ば
、
そ
し
て

そ
れ
が
今

の
私

た
ち
自
身

の
運
命
で
も
あ
っ
た
と
し

た
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と

を
私

た
ち

は
ど
う
受
け
と

め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
岡
倉

の
ナ

シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
的
反
発
や
荷
風

の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
逃
避
を
見

る
限
り
、
模
倣
の
網
か

ら
も
が
き
出
よ
う
と
抗

っ
て
も
。
模
倣
の
根
の
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
下
げ
て
み

な

い
か
ぎ
り
、
そ

の
行
為
自
体
模
倣
の
内

に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

だ
と
す
る
と
私
た
ち

に
で
き

る
こ
と
は
、
む
や
み

に
模
倣

か
ら
抜
け
出
て
独

創
的
な
も
の

を
獲
得
し
よ

う
と
努

め
る
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
模
倣
の
網

の
な

か
に
捉

わ
れ
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も

、
科
学
技
術

の
歴
史
的

布
置
を
見
て

と
り

。
こ
の
宿

命
の
根
本
に
目
を
凝
ら

し
て

い
く
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

そ

の
よ

う
な
姿
勢

を
と

っ
て
み
た
と
き
、
日
本
の
近
代
化

が
一
九
世
紀
の

後
半

に
な

っ
て
本
格

的
に
開

始
さ
れ
た
と
い
う
歴
史

的
事
実
が
特
別

な
意
味

合

い
を
も

っ
て
浮

か
び
上

が
っ
て
く
る
よ
う
に
私

に
は
思
え

る
。

な
に
よ
り

も
こ
の
時
代
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
科
学
技
術
の
母
体
の
中
核
と
い
っ



て

い
い
近
代
理
性
の
揺
ら
ぎ
が
意
識
さ
れ

た
時
代
で
あ

る
。
た
と
え
ば

フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ

エ
の

『
悲
劇

の
誕
生
』
が
出
版
さ
れ

た
の

は
一

八
七
二

年

の
こ
と

だ
が
。
前
年
廃
藩
置
県
を
行

っ
た
明
治
新
政
府

は
、
こ

の
年
国

立

銀
行
を
設

立
し
富
岡
製
糸
場
を
開
設
し
て

、
本
格

的
に
産
業
化
を
推
進
し
て

い
く
。
つ
ま
り
日
本
の
近
代
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
に
黄
昏
が

忍

び
寄

っ
た
と
き
、
少
な
く
と
も
模
倣

の
原
像
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
と
き

に
、

同
時

に
開
始
さ
れ

た
と

い
え
よ
う
。
そ
こ
で
起
こ

っ
て

い
る
根
本
的
な
出
来

事

は
、
科
学
技
術
が
理
性
と
い
う
そ
の
母
体

か
ら
独
立
し
、
こ
の
母
体
と
そ

れ
が
構
築
し
た
構
造
物
を
飲
み
込
ん
で

い
く
こ
と
だ
と
私

は
考
え
て

い
る
。

理
性
的
存
在
と
さ
れ
て
き
た
人
間
が
、
黄
昏
の
光
の
な
か
で
、
科
学
技
術
を

コ

ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
る
主
体
の
位
置
か
ら
、
技
術
の
適
用
対
象
へ
と
滑
り
落

ち
、
近
代
精
神
の
な
か
で

造
形

さ
れ
た
責
任
や
自
由
の
概
念
と
と
も
に
、
技

術
の
働
き
の
な
か
に
飲
み
込
ま
れ
て

い
く
と

い
う
運
動
は
、
お
そ
ら
く
二
〇

世

紀
に
顕
著

に
な
っ
て

い
く

根
本
動

向
な

の
で

あ

っ
て

、
そ

れ

は
、

今
と

な

っ
て

は
古
風
に
も
映
る
第
一
次
大
戦

の
科
学
的
兵
器
を
皮
切
り

に
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
を
と

っ
て
具
体
化
し
て
く

る
こ
と

に
な
る
。

「
一
九
世
紀
後
半
に
始
ま

っ
た
」
と
い
う

ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
事
実
が
、
模

倣
と
し
て
の
日
本
の
近
代
化
に
と

っ
て
も
つ
特
殊
な
意
義
と
は
な
ん
な
の

か

―
―
そ
れ
は
近
代
が
こ
こ
で
は
熟
成
を
待
た
ず
し
て
没
落
の
様
相
を
示
し
始

め
た
と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
て

い
そ
う
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
世
紀
末
を
通
り

抜
け
て

「
小

説
家
」

に
な
っ
て

い

っ
た
夏

目
漱
石

の
テ

ク
ス
ト
に
も
、
複
雑

な
色
合
い
を
に
じ
ま
せ
て

い
る
。
彼
は

『
草
枕
』
に
お
い
て
、
二
〇

世
紀
の

文
明
を
汽
車
に
象
徴
化
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
ッ
パ
「
人
は
汽

車

へ
乗

る
と
云
う
。
余
は
積
み
込
ま
れ
る
と
云
う
。
人
は
汽
車
で
行
く
と
云

う
。

余
は
運
搬
さ
れ

る
と
云
う
。
汽
車
ほ
ど
個
性
を
軽
蔑
し
た
も
の
は
な
い
。

文
明

は
あ
ら
ゆ

る
限
り
の
手
段
を
つ
く
し
て

、
個
性
を
発
達
せ
し
め
た
る
後
、

あ
ら

ゆ
る
限
り
の
方
法
に
よ

っ
て

こ
の
個
性
を
踏
み
付
け

よ
う
と

す
る
」
。

近
代
文
明

の
機
軸
で
あ
る
は
ず
の
個
性
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
文
明
に
よ
っ

て

さ
い
な
ま
れ

る
と

い
う
事
態
を
見
て
取

っ
て

い
た
漱
石
の
慧
眼
に
映
っ
て

い
る
の
は
、
近
代
化
と
そ
の
系
譜
の
な
か
で

生
き
て

い
る
私
た
ち
と
を
包
み

込
む
模
倣

の
網
の
ほ
つ
れ
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
模
倣
は
、
最
初

の
出
発
点

か
ら
そ
の
行
為
の
虚
し
さ
を
顕

わ
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
不

確
か

な
原
像
は
、
原
像
が
も
つ
べ
き
気
高
さ
を
喪
失
し
て
い
る
。
気
高
さ
を
失

っ

た
原
像
は
、
も
は
や
原
像
の
名
に
値
し
な
い
と
も

い
え
る
。

そ
う
思

っ
て
見

れ
ば
、
そ
れ

は
、
先
行
し
た
な
に
も
の
か
の
面
影
を
宿
し
て

い
る
の
で

は
な

い
か
。
だ
と
す
る
と
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
原

像
な
き
模
倣
、
も
し
く
は
徒
労

に
も
似

た
複
製
作
業
の
連
続
で
し
か
な
い
の
で

は
な

い
か
。

模
倣
が
徒
労

に
終

わ
る
こ
と
は
、
画
家
た
ち
の
場
合
、
か
え
っ
て

彼
ら
を

ま
す
ま
す
模
倣

に
駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば

白
馬
会

か
ら
出
発
し
た
岸
田
劉

生
が
、
『
白
樺
』
と
出
会

っ
て
以

来
没
頭
し

た

ゴ
ッ
ホ
や

セ
ザ

ン
ヌ
の
模
倣
に
飽
き
足
ら
ず
、
北
方
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
も
し

く

は
後
期

ゴ
シ
ッ

ク
に
ま
で
向

か
っ
た
こ
と

は
、
そ

の
よ
う

な
旅
で

は
な

か
っ
た
か
。
し
か
し
こ
の
旅
は
、
模
倣
・
再
現
が
虚
し
い
作

業
だ
と
し
て
も
、

そ
こ

に
と
き
と
し
て
、
そ
れ
を
超
え

た
力
が
到
来
し
て

宿
る
こ
と
を
も
証
言

模倣の網
９



し
て

い
る
。
こ
の
力
は
、
模
倣
さ
れ
た
原
像
か
ら
く
る
わ
け
で
は
け

っ
し
て

な
い
。
模
倣
の
原
像
を
デ
ュ
ー
ラ
ー
や

フ
ァ
ン
・

エ
イ

ク
と

い
っ
た
過
去
へ

と
遡
っ
て
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
作
品
に
「
存
在
の
神
秘
」
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
が
宿

っ
た
の
で

は
な
い
の
だ
。
た
と
え
ば
こ
の
旅
以
前
に
描

か
れ
た
り
《
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
像
》
は
セ
ザ
ン
ヌ
を
模
倣
し
た
も
の
だ
が
、

そ
こ
に

は
後
の

《
道
路

と
土
手
と
塀

（
切
通
之
写

生
）
》
や

《
林

檎
三
個
》

と
は
ち
が

っ
た
も
の
な
が
ら
、
影
響
関
係

に
還
元
で
き

な
い
輝
き
が
落
ち
て

い
る
。
誰
を
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
モ
ー
ド
を
模
倣
す
る

か
は
、
重
要
で
は
な

い
。
模
倣
の
な

か
に
抜
け
が
た
く
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
な
方
向
で
、

私

の
イ

メ
ー
ジ
で
は
歴
史
的
な
先
行
者
模
倣
の
連
鎖
を
垂
直
に
破
る
よ
う
な

方
向
で

、
別
な
出
来
事
が
起
こ
り
う
る
。
そ
れ
は
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
「
自
然

の
模
倣
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
も
ち
ろ
ん
写

実
主

義
の
よ
う
な
歴
史
的
様
式
の
話
で

は
な
い
。
そ
れ

は
、

い
ず
れ
の
様
式
と
も

無
関
係
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て

い
ず
れ
と
も
共
存
し
う
る
も
の
、
む
し
ろ
も

の
と
の
出
会

い
と

い
う
し

か
、
今
の
私

に
は
仕
方

の
な

い
も
の
で
あ
る
。

岸
田
劉
生
と
と
も

に
ヒ
ュ
ウ
ザ
ン
会

を
結
成

し
た
萬
鉄
五

郎
は
、｛

裸
体

美
人
》

の
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
、
《
雲
の
あ
る
自
我
像
）

の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
、

《
無
題

》
の
非
対
象
絵
画
、

さ
ら
に

《
も

た
れ
て

立
つ
人
》
の

キ
ュ
ビ
ス

ム

と
、
短
期
間

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
様
な
同
時
代
的
作
風
を
模
倣
し
て
い

っ
た
。

彼

の
制
作

姿
勢

は
、
「
無
節
操
」

に
す
ら
見
え

る
が

、
そ
う
し
た
貪

欲
な
模

倣
が
生
み
出
し

た
画
面

に
は
、

い
わ
ば
下

か
ら
突
き
抜
け

る
よ
う

に
、
色
彩

の
塊
が
力
強
く
盛
り
上
が

っ
て
き
て
独
特
な

マ
チ

エ
ー
ル
を
現
出
さ
せ
て

い

る
。
緑
と
赤

に
代
表
さ
れ
る
そ
れ
は
、
花
巻
近
郊
の
生
ま
れ
故
郷
・
土
沢
の

赤
土

と
そ
こ

に
萌
え
上
が
る
植
物
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
モ

の
よ

う
な
ロ
カ
リ

ジ
ー
ル

ン
グ
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
事
柄
の

本
質
が
そ

う
し

た
言
説
化
に
よ

っ
て
隠
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
私

は
危
惧
し

た
り
も
す

る
。
「
画
家

は
模

倣
と
い

う
概
念

を
恐

れ
て
は

い
け

な

い
」
―
―
そ
う
語
る
彼
は
、
死
の
直
前
ま
で
「
油
絵
が
日
本
人
の
仕
事
の
上

に
本
当

に
根

を
下
し
、
世
界
共
通
す
る
処
の
技
術
と
し
て
抗
す
る
こ
と
の
出

来
な

い
根
拠

を
据
え

る
で
あ
ろ
う
事
」
に
対

し
て

、
疑
い
を
抱
か
な
か
っ
た
。

そ
の

「
根
拠
」

は
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
模
倣
の
内

に
に
じ
み
出
て
く
る
、
個

人
の
来
歴
な
ど
よ
り
も
遥
か
に
古
い
も
の
、
作
る
こ
と
を
支
え
な
が
ら
も
、

け

っ
し
て
作

る
こ
と
が
で
き
な
い
原

初
的
な
も
の
と

の
出
会
い
以
外

に
は
あ

る
ま

い
と
私

は
思

っ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
萬
の
作
品
群
に
は
模

倣
の
網

に
飛
び
込
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
戯
れ
、
あ
る
い
は
抗
し
つ
つ
、
そ

の
向
こ
う

に
息
づ
く
も
の
を
受
け
と
め
よ
う
と
す

る
た
く
ま
し
さ
が
垣
間
見

え

る
。

＊

本
稿
と
同
じ
問
題
を
多
少
膨
ら
ま
せ
た
か
た
ち
で
扱
っ
た
拙
論

「
模
倣
の

な

か
の
日
本
近
代
」
が
、
『
京
都
教
育
大
学
紀
要
』
（
一
〇
七
号
、
二
〇
〇
五
年

九
月
、
四
七
‐
六
二
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
省
略
し
た
書
誌

的
な

注
記

な
ど

は
、
そ
ち
ら
の
方
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
本
稿
で
引
用
さ
れ
た

テ

ク
ス
ト
の
旧
字

な
ど

は
、
で
き
る
だ
け
現
代
風
に
書
き
改

め
て
あ
る
。

（
い
と

う
・
と
お

る
、
哲
学
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
）
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