
▲
本
源
の
修

法
を
改
む
べ
し

我
藝

を
し
て
世
界
競

の
時
勢
に
立
ち
て
特
殊
の
光
輝
を
揚
げ
し
め
ん
に
は
古
來
の
舊
套
に
泥
ま
ず

歐
洲
の

法
に
倣
ふ

こ
と
な
く

理
に

ひ
知

を

ふ
し
新
た
な
る
發

の
路
を
開
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
其
路
た
る
や
本
源
の
修

法
を
改
め
歐

洲
に
行
は
る
ヽ
順
序
的
敎
育
法
を

用
し
人
體
を
基
礎
と
し
天
然
に

接
し
て
健
實
の
研
究
を
爲
さ
し
め

必

の
學
を
授

け
て
其
知

を
啓
く
に
あ
り
現
今
歐
洲
は
既
に
寫
實
の
時
代
を
經

し
て
想
を
寫
す
の
時
代
と
な
れ
り
此
時
に
あ
り
て
天
然
の

修

を
我

に
行
は
ん
と
す
る
は
時
勢
に
後
れ
た
る
の

な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
我
繪
畵
の

巧
に
長
じ
て
知

の
缺
け
た
る
を
思

ひ

我
學
風
の
着
實
な
る
研
究
に
乏
し
き
を
思
へ
ば
先
づ
此
短
處
に
向
つ
て
充

な
る
力
量
を

ふ
は
最
も

切
の
順
序
な
ら
ず

や
今
に
し
て
寫
生
を
奬
勵
し

藝
の
本
源
を
固
め
ざ
れ
ば

に
外
國
と

び
立
つ
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
明
治
の
時
代
に

應
し

た
る
繪
畵
を
も
產
出
せ
ざ
る
べ
し
天
然
を
學
び
學
理
に

じ
て
寫
生
の

巧
一
た
び
熟
し
た
る
後
は
須
ら
く

趣
を
舒
べ
思
想

を
寫
す
を
勉
め
て
以
て
我
固
有
の
美
質
を
發
揮
す
べ
し
こ
れ
を
發
揮
す
る
手
段
は
古
來
の

法
に
の
み
依
賴
せ
ず
し
て
天
然
よ
り

得
た
る
知

を
應
用
せ
ん
事
を

す

▲
我
繪
畵
の
長
處

從
來
の
繪
畵
の
短
處
を
知
る
と
共
に

能
く
其
長
處
あ
る
を

別
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
日
本
畵
の
長
處
は

巧
の
上
に
あ
り

筆

美

敎
育
の
方
針 

黑
田
淸
輝　



の
輕
妙
に
し
て
描
線
の
簡

な
る

陰
陽

伏
に
拘
泥
せ
ず
し
て

色
の
温
醇
を
得
た
る
等
は
藝

の
最
も
高
尙
な
る

能
に
屬

す
唯
其
高
尙
な
る
が
故
に
之
を
濫
用
す
れ
ば
不

理
に
陷
る
故
に
先
づ

理
的
天
然
に
熟
し
て
後
始
め
て
此
の
如
き

能
は
施
す

□
し
此

巧
は
實
に
我
國
民
の
天
質
た
る
美

心
よ
り

は
れ
た
る
結
果
な
り
未
だ
完

の
知

備
り
た
る
學

と
は
見
る
能

は
ず
之
を
學
ん
と
せ
ば
其
形
式
を
摸
寫
す
る
の
外
無
き
な
り
從
來
の
修

法
が
摸
寫
を
以
て
唯
一
の
手
段
と
す
る
は
實
に
止
む

を
得
ざ
る

な
り
と
雖
繪
畵
の
天
然
を
寫
す
本
意
に
背
き
て
其
結
果
た
る

巧
を
の
み

得
し
て

の
目
的
を
度
外
に
置
く
は

本
末
を

る
も
の
な
り

す
る
に
日
本
の
藝

は
非
凡
の
畵
才
あ
る
小
兒
の
如
し
此
小
兒
を
し
て
天
敏
の
機
巧
を
發

し
其
才

器
を
大

せ
し
め
ん
に
は
先
づ

性
の
長
ず
る

を
究
め
て
之
に

す
る
畵
風
を
豫
定
し
之
に
應
じ
た
る
學

を
ば
順
序
を

ひ

て
授
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
若
し
然
ら
ず
し
て
徒
ら
に
自
己
の
天
才
を
恃
み
て
其
器
を
研
か
ず

か
に
他
の
長

を
摸
倣
す
る
に
滿

足
せ
ば
到
底

業
に
至
ら
ず
し
て

ら
ん
の
み
今
の
繪
畵
を
完

し
て
世
界
に
發
揚
せ
し
め
ん
に
は
本
源
の
修

を
健
實
に
し

今
日
の
時
代
に
應
じ
今
日
の
思
想
を
表
す
る
に
必

な
る
知

を
完
備
し
て
之
を
我
固
有
の
長
處
に
加
ふ
る
の
方
針
を
斷
行
す
べ

し

に
當
代
を
表
示
し
得
る
日
本
美

を

す
る
の

は
唯
此
一

あ
る
の
み
（
完
）

『
二
六
新
報
』 

明
治
三
三
年
四
月
一
日

本
文
献
は
掲
載
に
先
立
つ
明
治
三
一
年
一
一
月
頃
よ
り
帝
国
大
学
総
長
や
文
部
大
臣
を
つ
と
め
た
外
山
正
一（
一
八
四
八

一
九
〇
〇
年
）の
肖
像

画
を
描
い
た
の
が
機
縁
と
な
り
外
山
か
ら
求
め
ら
れ
て
文
部
当
局
に
働
き
か
け
る
た
め
に
黒
田
が
記
し
た
意
見
書
で
あ
る

そ
の
経
緯
に

つ
い
て
は
同
じ
く『
二
六
新
報
』の
明
治
三
三
年
三
月
二
四
二
五
日
付
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
以
下
の
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る

美 敎育の方針 （八）



美 敎育の方針 （八）

美
術
界
消
息

◎
故
外
山
博
士
と
黒
田
清
輝
氏 

是
は
寧
ろ
外
山
氏
の
逸
事
と
す
る
が
穏
当
で
あ
ら
う
が
亦
美
術
界
の
一
佳
話
と
し
て
伝
ふ
る
に
足
る
も
の

で
あ
る
か
ら
本
欄
の
店
開
と
し
て
先
づ
此
事
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た

帝
国
大
学
で
は
代
々
の
大
学
総
長
の
肖
像
油
画
を
額
に
し
て
懸
け
て
置
く
例
な
の
で
外
山
氏
も
そ
れ
が
必
要
に
な
つ
た
所
で
此
肖
像
は
御

当
人
の
望
み
の
画
工
に
嘱
む
例
に
な
つ
て
居
る
の
で
外
山
氏
は
黒
田
清
輝
氏
を
名
差
し
で
頼
ん
だ
但
し
相
識
の
間
柄
で
は
無
か
つ
た
が

己
常
黒
田
氏
の
画
風
に
は
意
を
傾
け
て
居
た
の
で

右
は
一
昨
年
の
十
一
月
頃
で
外
山
氏
が
例
の
図
書
館
通
ひ
を
始
め
た
頃
の
話

黒
田
氏
は
右
の
申
込
に
対
し
貴
嘱
謹
ん
で
承
知
し
た
然

し
拙
者
は
他
の
画
工
の
様
に
現
在
の
人
を
描
く
に
其
の
写
真
か
ら
画
く
こ
と
は
お
断
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
申
送
つ
た
所
が
外
山
氏
は
無
論

お
嘱
み
す
る
以
上
は
実
物
を
写
し
て
貰
い
た
い
と
あ
つ
た
の
で
黒
田
氏
も
快
よ
く
引
受
け
た

所
で
次
に
予
め
定
め
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
場
所
と
時
間
の
事
で
あ
る
私
の
宅
で
も
宜
い
が
チ
ト
辺
鄙
で
お
気
の
毒
だ
か
ら
い
つ
そ
の

事
私
の
方
か
ら
貴
下
の
美
術
学
校
ま
で
行
て
描
い
て
貰
ふ
こ
と
に
仕
ま
し
や
う
と
の
外
山
氏
の
申
出
で
に
黒
田
氏
も
願
つ
た
り
叶
つ
た
り
の

好
都
合
を
喜
び
時
間
を
も
毎
日
午
後
一
時
半
と
約
束
し
た

兎
角
一
度
大
臣
で
も
す
る
と
異
に
気
取
り
た
が
る
も
の
だ
が
外
山
氏
に
は
チ
ツ
ト
も
爾
う
云
ふ
風
が
無
く
自
分
か
ら
美
術
学
校
ま
で
通

つ
て
来
る
と
云
ふ
其
事
が
既
に
黒
田
氏
に
取
つ
て
は
非
常
に
愉
快
を
感
じ
た
其
上
に
外
山
氏
の
来
る
の
が
キ
チ
ン
と
一
時
三
十
分
で
一
分

た
り
と
も
約
束
を
違
へ
ぬ
の
に
は
益
感
心
し
た
さ
う
ナ（
未
完
）

－

以
上
明
治
三
三
年
三
月
二
四
日
付『
二
六
新
報
』よ
り

◎
故
外
山
博
士
と
黒
田
清
輝
氏（
承
前
） 

斯
く
て
此
両
人
は
毎
日
相
会
ふ
の
で
種
々
な
話
か
ら
遂
に
絵
画
の
談
に
も
及
ん
で
見
る
と
仲
々

談
せ
る
の
で
黒
田
氏
も
段
々
本
音
を
吐
き
外
山
氏
も
大
さ
う
其
の
意
見
に
賛
成
を
為
し
是
非
黒
田
氏
の
意
見
を
実
行
し
て
見
た
い
と
云

ふ
考
を
起
し
た
ソ
コ
で
兎
に
角
其
意
見
を
一
通
り
書
い
て
見
せ
て
貰
い
た
い
と
云
ふ
事
に
な
つ
た
黒
田
氏
も
是
ま
で
度
々
有
力
家
に
も
話
し

て
見
た
が
ド
ウ
も
心
か
ら
解
つ
て
呉
れ
て
ソ
レ
で
其
通
り
是
非
実
行
し
た
い
と
云
ふ
様
な
篤
志
家
に
出
つ
く
は
し
た
事
が
無
い
の
で
此



の
外
山
氏
に
対
し
て
は
大
さ
う
知
己
の
感
を
為
し
早
速
一
篇
の
意
見
書
を
作
つ
て
出
し
た
今
日
の
本
紙
上
段
に
掲
載
し
始
め
た
る『
美
術

教
育
之
方
針
』は
即
ち
其
れ
で
あ
る
是
は
未
だ
一
般
に
公
に
し
た
こ
と
は
無
く
ホ
ン
の
一
部
少
数
の
当
局
者
の
間
に
の
み
知
ら
れ
て
居
る
の

で
あ
る
か
ら
読
者
は
十
分
精
読
玩
味
さ
れ
た
い

　

斯
く
て
外
山
氏
は
之
を
文
部
の
当
局
者
及
び
美
術
教
育
に
関
し
て
居
る
重
立
の
人
々
に
も
見
せ
越
え
て
翌
年（
三
十
二
年
）の
二
月
中
ば

頃
で
あ
つ
た
右
の
人
々
凡
そ
十
幾
名
と
云
ふ
を
外
山
氏
が
会
主
で
某
所
へ
招
待
し
段
々
各
自
の
意
向
を
聞
い
た
所
が
皆
な
其
趣
意
に

は
大
賛
成
で
あ
る
と
云
ふ
事
で
外
山
氏
も
黒
田
氏
も
頗
る
満
足
で
其
時
は
散
会
し
た

ソ
コ
で
各
自
十
分
の
考
案
を
立
て
た
上
で
尚
第
二
會
を
催
し
今
度
は
い
よ
〳
〵
其
の
実
行
方
法
を
相
談
す
る
筈
で
あ
つ
た
の
が
段
々
と

延
々
に
成
り
遂
に
今
日
に
到
り
加
之
肝
腎
の
外
山
氏
が
図
ら
ず
も
冥
土
の
人
に
為
て
了
つ
た
の
で
黒
田
氏
は
少
か
ら
ず
力
を
落
て
居
る
と

云
事

知
己
容
易
に
得
難
し
洵
に
一
大
恨
事
と
謂
べ
き
で
あ
る

－

以
上
明
治
三
三
年
三
月
二
五
日
付『
二
六
新
報
』よ
り

外
山
を
描
い
た
肖
像
画
は
明
治
三
二
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
白
馬
会
第
四
回
展
に
出
品
さ
れ
注
目
を
集
め
た
が
大
正
一
二
年
に
惜
し
く
も
焼

失
し
た
と
い
う（
隈
元
謙
次
郎「
黒
田
清
輝
の
中
期
の
業
績
と
作
品
に
就
て 

中
」 『
美
術
研
究
』一一
五 

昭
和
一
六
年
七
月
）

　

本
文
献
中
の
と
く
に「
最
近
の
傾
向
は
想
を
写
さ
ん
と
す
」（
明
治
三
三
年
三
月
二
八
日
付
）の
章
で
示
唆
さ
れ
る
象
徴
主
義
的
傾
向
の
明
治
洋
画

史
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
田
中
淳「
序
論－
明
治
中
期
の
洋
画
」（
東
京
国
立
近
代
美
術
館『
写
実
の
系
譜
Ⅲ 

明
治
中
期
の
洋
画
』展
図

録 

昭
和
六
三
年
一
〇
月
）を
参
照

ま
た
東
京
国
立
博
物
館
に
は
本
文
献
お
よ
び
引
き
続
き『
二
六
新
報
』に
連
載
さ
れ
た「
美

界

息 

黑
田
淸

輝
氏
の
美

敎
育
に
關
す
る

見
書
」（
本
書 

八
三

八
九
頁
）の
原
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
田
千
鶴
子
編「
黒
田
清
輝
の
意

見
書
」（『
近
代
画
説
』五 

平
成
九
年
三
月
）を
参
照
さ
れ
た
い

美 敎育の方針 （八）


