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曾我蕭白筆「虎溪三笑図」の主題と表現に関する一考察（印田由貴子）

曾
我
蕭
白
筆
「
虎
溪
三
笑
図
」
の
主
題
と
表
現
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　

印
田
　
由
貴
子

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
曾
我
蕭
白
　
②
虎
渓
三
笑
　
③
廬
山
　
④
山
水
画
　
⑤
水
墨
画
﹈

は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
絵
師
・
曾
我
蕭
白
（
一
七
三
〇
〜
八
一
）
は
、
三
十
代
半
ば
か
ら
晩
年
期
に
か
け
て
細
密
な
描
写

の
水
墨
山
水
画
を
数
多
く
制
作
し
た
。
蕭
白
筆
と
伝
わ
る
作
例
の
中
に
は
、
亜
流
と
見
な
さ
れ
る
作
品
も
多
く
現
存
し
、
工
房
の

存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
晩
年
期
に
制
作
し
た
水
墨
山
水
画
が
「
曾
我
蕭
白
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
重
要
な
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
蕭
白
の
山
水
画
に
関
す
る
研
究
は
多
く
は
な
い
が）

2
（

、《
虎
溪
三
笑
図
》（【
挿

図
1
】。
千
葉
市
美
術
館
蔵
。
以
下
、
本
作
と
表
記）

3
（

）
は
、
こ
の
時
期
の
基
準
作
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
画
面
は
、
三
分
の
二
以
上
が
岩
山
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
、
左
下
の
橋
の
上
に
は
三
人
の
人
物
が
点
景
と
し
て
配
さ
れ
る
。

こ
の
人
物
に
よ
っ
て
、
本
作
が
単
な
る
山
水
画
で
は
な
く
、
虎
渓
三
笑
の
故
事
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
よ



2

学習院大学人文科学論集 XXX（2021）

う
な
仕
掛
け
に
つ
い
て
、
山
口
泰
弘
氏

は
、「
一
見
山
水
画
に
み
え
る
が
実
は

故
事
人
物
画
で
あ
る
、
と
い
う
両
義
性

を
判
じ
分
け
る
謎
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
作
者
が
仕
掛
け
た
謎
を
鑑

賞
者
が
見
破
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
画
の

鑑
賞
は
完
結
し
な
い
。
こ
こ
で
は
機
知

と
遊
戯
心
を
媒
材
と
し
て
、
作
者
と
鑑

賞
者
と
が
同
質
の
知
的
基
盤
を
探
り
合
い
、
そ
の
結
果
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る）

4
（

。

ま
た
、
伊
藤
紫
織
氏
は
、
本
作
と
蕭
白
筆
《
林
和
靖
図
》（
千
葉
市
美
術
館
蔵
）
は
、
山
水
画
の
モ
チ
ー
フ
が
山
水
の
構
成
要
素

で
あ
る
と
と
も
に
、
故
事
の
道
具
立
て
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る）

5
（

。
近
年
こ
の
よ
う
な
山
水

画
と
故
事
人
物
画
の
性
格
を
併
せ
持
つ
蕭
白
独
自
の
作
品
を
「
山
水
兼
人
物
画
」
と
称
す
こ
と
が
あ
り
、
松
岡
ま
り
江
氏
は
こ
の

語
を
用
い
て
、
本
作
や
同
じ
く
蕭
白
が
晩
年
に
描
い
た
《
林
和
靖
図
》、《
月
夜
山
水
図
屛
風
》（
近
江
神
宮
蔵
）
な
ど
を
一
群
の

も
の
と
し
て
分
析
し
て
い
る）

6
（

。

　
本
作
に
お
け
る
墨
の
濃
淡
を
駆
使
し
、
筆
の
動
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
硬
質
な
輪
郭
線
を
用
い
て
丹
念
に
モ
チ
ー
フ
を
描
く
画
風
、

画
法
に
つ
い
て
は
、
晩
年
期
の
作
品
と
も
共
通
す
る）

7
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
画
風
が
、
四
十
歳
を
過
ぎ
て
京
都
に
開
い
た
工
房
の

量
産
様
式
に
直
結
し
て
い
く
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　
こ
の
よ
う
に
本
作
に
つ
い
て
は
、
機
知
に
富
ん
だ
仕
掛
け
や
、
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
作
品
と
共
通
す
る
画
風
、
画
法
が
指
摘

【挿図 1】
曾我蕭白《虎溪三笑図》
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さ
れ
て
き
た
が
、
未
だ
深
く
掘
り
下
げ
た
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
表
現
と
主
題
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
細
部
の
表
現
を
改
め
て
検
討
し
、
造
形
的
特
徴
を
確
認
す
る
。
次
に
、
山
々
や
瀑
布
、
楼
閣
、
四
阿
な
ど
の

モ
チ
ー
フ
が
、
廬
山
の
名
勝
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
作
に
見
ら
れ
る
特
異
な
表
現
や
徹
底
し
た
画
面
構
成
が
虎
渓

三
笑
だ
け
で
な
く
、
廬
山
に
つ
い
て
の
複
数
の
主
題
と
関
連
す
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
加
え
て
同
時
代
に
制
作
さ
れ
た
廬
山
図
と

の
比
較
を
通
じ
て
、
本
作
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

一
、
本
作
の
造
形
的
特
徴

　
堅
固
な
岩
山
が
屹
立
す
る
中
、
画
面
右
で
は
大
き
な
瀑
布
が
流
れ
落
ち
、
滝
壺
か
ら
雲
烟
が
湧
き
立
つ
。
瀑
布
は
渓
流
と
な
っ

て
画
面
左
下
に
流
れ
て
い
く
。
そ
の
上
に
架
か
る
橋
に
は
、
三
人
の
人
物
が
向
か
い
合
う
よ
う
に
配
さ
れ
る
。
橋
の
横
に
あ
る
階

段
の
先
に
は
生
い
茂
っ
た
木
々
と
、
楼
閣
が
描
か
れ
る
。
右
下
の
瀑
布
を
眺
め
ら
れ
る
絶
好
の
位
置
に
四
阿
が
置
か
れ
、
画
面
の

外
へ
小
道
が
続
い
て
い
く
。
淡
墨
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
夜
空
に
は
月
が
輝
き
、
そ
の
上
に
霞
が
漂
う
。

　
辻
惟
雄
氏
は
、「
室
町
以
来
の
山
水
図
を
通
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
執
拗
さ
で
描
き
込
ま
れ
た
山
水
表
現
は
稀
れ
で
あ
ろ
う
。
あ

ま
り
に
も
理
詰
め
の
構
成
が
、
画
面
に
息
苦
し
さ
を
与
え
て
い
な
く
も
な
い
が
、
と
も
す
れ
ば
余
白
の
効
果
に
逃
避
し
が
ち
な
、

同
時
代
の
山
水
画
の
繊
弱
さ
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
強
靭
な
空
間
支
配
の
力
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
室
町
時
代

か
ら
同
時
代
の
作
例
を
通
し
て
、
本
作
に
見
ら
れ
る
執
拗
な
山
水
の
描
き
込
み
が
特
異
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

9
（

。
ま
た
、
山
口
泰

弘
氏
は
「
山
水
の
威
容
が
鑑
賞
者
の
眼
を
圧
倒
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
卑
小
化
し
て
山
水
景
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の
が
、
実
は
、
こ
の
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画
の
本
来
の
主
題
で
あ
る
。」
と
述
べ
、

「
山
水
を
執
拗
に
こ
つ
こ
つ
描
き
込
ん
で

い
く
作
業
を
み
る
と
、
そ
れ
自
体
が
自
己

目
的
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え

感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
実
は
、
本

来
の
主
題
か
ら
鑑
賞
者
の
眼
を
ど
れ
だ
け

逸
ら
せ
る
か
と
い
う
目
的
の
た
め
に
蕭
白

が
取
り
組
ん
だ
迂
遠
な
作
業
」
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る）

10
（

。

　
両
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
山
水
の
丹
念
な
描
き
込
み
は
本
作
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
余
白
が
無
い
構
成
は
、
蕭

白
の
山
水
画
の
中
で
も
類
を
見
な
い
。

　
本
章
で
は
細
部
の
描
法
や
画
面
構
成
を
確
認
し
、
本
作
の
造
形
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
、
墨
の
階
調
は
暈
し
が
施
さ

れ
て
い
る
部
分
は
別
に
し
て
、
お
お
よ
そ
七
段
階
確
認
で
き
る
。
し
か
し
紙
面
の
都
合
上
、
不
正
確
だ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
お

け
る
濃
淡
を
濃
墨
、
中
墨
、
淡
墨
の
言
葉
を
用
い
て
検
討
し
て
い
く
。
ま
た
、
モ
チ
ー
フ
を
考
察
す
る
ま
で
便
宜
的
に
、
近
景
を

「
山
Ａ
」、
瀑
布
の
落
ち
る
岩
山
を
「
山
Ｂ
」、
そ
の
後
ろ
の
岩
山
を
右
か
ら
「
山
Ｃ
」、「
山
Ｄ
」、
最
奥
の
山
を
「
山
Ｅ
」
と
称
す

る
【
挿
図
2
】。

【
雲
烟
と
二
種
類
の
霞
】

【挿図 2】各山の仮称
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淡
墨
の
輪
郭
線
に
よ
っ
て
、
滝
壺
か
ら
湧
き
上
が
る
雲
烟
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
白
い
雲
烟
が
近
景
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら

湧
き
上
が
る
の
は
山
水
画
の
定
型
に
当
て
は
ま
ら
ず
、
異
例
で
あ
る
。
雲
烟
は
谷
の
よ
う
に
凹
ん
で
い
る
山
Ａ
と
Ｂ
の
境
目
や
、

楼
閣
と
周
辺
の
樹
木
に
沿
う
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
。

　
霞
は
二
か
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
淡
墨
を
刷
い
た
画
面
上
部
に
、
紙
の
地
の
白
色
を
残
し
て
表
現
し
た
も
の
で
、
山
Ｂ

と
Ｃ
の
頂
上
付
近
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
画
面
中
ほ
ど
に
淡
墨
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
霞
で
、
こ
れ
は
山
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、

Ｅ
に
重
ね
ら
れ
る
が
、
山
Ａ
や
楼
閣
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
樹
木
な
ど
に
は
引
か
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
雲
烟
と
霞
に
よ
っ
て
画
面
の
空
間
は
、
近
景
（
山
Ａ
）
と
中
景
よ
り
奥
（
山
Ｂ
か
ら
Ｅ
）
の
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
樹
木
】

　
樹
木
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
相
違
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
濃
墨
の
硬
質
な
輪
郭
線
で
描

か
れ
た
幹
の
太
い
樹
木
で
、
山
Ａ
に
の
み
置
か
れ
て
い
る
。
濃
墨
で
葉
を
描
き
、
そ
の
上
か
ら
淡
墨
を
刷
く
こ
と
で
、
よ
り
一
層

濃
い
墨
色
が
画
面
上
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
山
Ｂ
、
Ｄ
、
Ｅ
に
描
か
れ
た
樹
木
は
、
線
の
み
で
表
さ
れ
る
。
場
所
に
よ
っ
て
描
き
方
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
こ
の
よ

う
な
樹
木
は
蕭
白
の
他
の
山
水
画
で
も
中
景
か
ら
遠
景
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
樹
林
の
大
き
さ
に
注
目
す
る
と
山
Ａ
と
Ｂ
は
隣
に
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
さ
は
極
端
に
異
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
山
Ｂ
と
Ｅ
は
距
離
を
隔
て
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の
樹
木
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
【
挿
図
3
】。
こ
の
こ
と

か
ら
、
本
作
の
樹
木
の
描
き
分
け
は
、
従
来
の
山
水
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
遠
近
感
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
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ま
た
、
幹
の
太
い
樹
木
に
よ
っ
て
近
景
（
山
Ａ
）
の
画
面
は
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
四
阿
や
橋
、
階
段
、
楼
閣
と
い
っ
た
モ

チ
ー
フ
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
【
挿
図
4
】。

【
岩
山
】

　
画
面
の
分
割
を
さ
ら
に
感
じ
さ
せ
る
の
が
岩
山
の
細
部
の
表
現
で
あ
る
。
山
Ａ
に
は
、
筆
の
動
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
濃
墨
の
硬

質
な
輪
郭
線
が
用
い
ら
れ
る
。
斧
劈
皴
も
硬
質
な
や
や
短
め
の
細
線
と
太
線
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
上
に
淡
墨
を
刷
く
こ
と

で
、
岩
の
立
体
感
を
表
わ
し
て
い
る
。
橋
の
周
囲
で
は
紙
の
地
の
白
色
と
濃
墨
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
目
立
つ
。
よ
く
見
る
と
楼
閣

の
周
辺
の
岩
の
描
法
は
異
な
り
、
画
面
右
下
の
四
阿
の
横
の
岩
も
異
な
る
墨
色
で
皴
が
施
さ
れ
て
い
る
。

【挿図 3】山 Bと Eの樹木

【挿図 4】樹木による画面の分割
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山
Ｂ
も
、
硬
質
な
濃
墨
の
線
で
山
容
が
象
ら
れ
て
い
る
。
山
Ａ
と
異
な
り
、
上
部
の
霞
が
重
な
っ
て
い
る
部
分
以
外
、
岩
山
全

体
に
中
墨
が
均
一
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
墨
よ
り
濃
い
墨
色
で
斧
劈
皴
を
施
し
、
所
々
に
さ
ら
に
濃
い
墨
色
を
刷
い
て
い
る
。

　
そ
の
奥
で
は
、
左
右
に
二
つ
の
山
が
並
ぶ
（
山
Ｃ
、
Ｄ
）。
ど
ち
ら
も
山
Ａ
、
Ｂ
と
同
様
の
輪
郭
線
が
用
い
ら
れ
、
淡
墨
が
均

一
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
の
山
が
地
続
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
左
側
の
岩
山
に
は
樹
木
が
描
か
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
右
側
に
は
ひ
と
つ
も
無
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
岩
山
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
細
く
硬
質
な
濃
墨

の
輪
郭
線
や
角
張
っ
た
山
の
形
態
は
山
Ａ
、
Ｂ
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
山
Ｃ
は
Ｂ
と
同
様
に
上
部
に
霞
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
全

体
に
均
一
に
墨
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
の
も
山
Ｂ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
Ａ
、
Ｂ
の
よ
う
な
斧
劈
皴
や
所
々
に
刷
か
れ
た
中

墨
は
見
ら
れ
な
い
。

　
最
奥
の
山
Ｅ
は
、
唯
一
丸
み
を
帯
び
た
形
態
で
あ
る
。
山
Ｃ
、
Ｄ
と
同
様
に
斧
劈
皴

は
施
さ
れ
ず
、
全
体
に
淡
墨
が
均
一
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
特
異
な
点
と
し
て
、
山
水
画

で
は
、
遠
山
に
輪
郭
線
を
施
さ
な
い
が
、
山
Ｅ
に
は
硬
質
な
輪
郭
線
が
用
い
ら
れ
て
い

る
【
挿
図
5
】。
ま
た
、
山
Ｃ
、
Ｄ
よ
り
奥
に
描
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
墨

色
は
そ
れ
ら
よ
り
濃
い
た
め
、
近
濃
遠
淡
の
原
則
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
の
水
墨
山
水
画
で
は
、
遠
近
感
を
表
す
た
め
に
近
景
・
中
景
・
遠
景
で
山
の
描

法
を
変
え
る
が
、
本
作
ほ
ど
細
か
く
変
え
て
い
る
作
品
は
類
を
見
な
い
。
本
作
の
山
々

は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
描
法
で
描
き
分
け
ら
れ
、
雲
烟
の
上
部
か
ら
中
景
、
遠
景
、

そ
し
て
最
も
奥
の
山
へ
と
、
折
り
重
な
る
よ
う
な
絵
画
空
間
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
樹
木
や
霞
、
雲
烟
と
山
々
の
描
き
分
け
に
よ
っ
て
、
画
面
は
い
く
つ
も
の
部

【挿図 5】山 E
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分
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
構
成
を
採
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
本
作
の
主
題
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
描
法
を
変
え
、
雲
烟
や
樹
木
で
区
切
ら
れ
た
部
分
は
、
香
爐
峰
と
瀑
布
、
五
老
峰
、
双
剣
峰
、
東
林
寺
な
ど
に
対
応
し

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
主
題
化
し
て
い
る
。
本
作
は
た
だ
「
虎
渓
三
笑
図
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
含
め
た
廬
山
の
全
体

で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
知
識
の
あ
る
鑑
賞
者
が
、
複
数
の
主
題
を
想
起
す
る
た
め
に
採
ら
れ
た
の
が
上
記
の
描
法
や
構
成
と
考

え
ら
れ
る
。

二
、
各
モ
チ
ー
フ
の
確
認

　
構
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
本
作
の
モ
チ
ー
フ
に
は
何
が
表
さ
れ
て
い
る
の
か
検
証
し
た
い
。

【
橋
の
上
の
三
人
の
人
物
＝
虎
渓
三
笑
】

　
虎
渓
三
笑
は
中
国
の
説
話
で
、
日
本
で
も
人
口
に
膾
炙
し
た
画
題
と
し
て
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
た
。
東
晋
の
慧
遠
（
三
三
四

〜
四
一
六
）
は
江
西
省
の
廬
山
に
東
林
寺
を
建
て
、
白
蓮
社
を
主
催
し
、
念
仏
に
よ
る
西
方
阿
弥
陀
浄
土
へ
往
生
を
誓
願
し
た
。

こ
れ
よ
り
三
十
余
年
、
足
は
山
を
出
ず
、
客
を
送
る
に
も
虎
渓
を
以
っ
て
境
と
し
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
、
こ
こ
を
訪
れ
た
陶
淵

明
（
三
六
五
〜
四
二
七
）、
道
士
の
陸
修
静
（
四
〇
六
〜
四
七
七
）
を
送
り
な
が
ら
清
談
に
ふ
け
っ
て
知
ら
な
い
う
ち
に
虎
渓
に

懸
け
た
橋
を
過
ぎ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
気
付
い
て
三
人
で
笑
い
合
っ
た
、
と
い
う
説
話
で
あ
る）

11
（

。

　
中
国
で
の
説
話
の
成
立
時
期
は
判
明
し
な
い
が
、
煕
寧
五
（
一
〇
七
二
）
年
頃
に
陳
舜
兪
が
著
し
た
地
誌
『
廬
山
記
』
に
載
る

も
の
が
文
献
上
最
も
古
い
と
さ
れ
、
巻
一
の
「
叙
山
北
第
二
」
に
、
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流
泉
匝
寺
下
入
虎
渓
。
昔
遠
師
送
客
過
此
。
虎
輙
號
鳴
。
故
名
焉
。
時
陶
元
亮
居
栗
里
。
山
南
陸
修
静
亦
有
道
之
士
。

　
遠
師
嘗
送
此
二
人
。
興
語
道
合
。
不
覚
過
之
。
因
相
興
大
笑
。
今
世
伝
三
笑
図
。
蓋
起
於
此
。

と
記
さ
れ
る
。

　
い
つ
頃
日
本
に
こ
の
説
話
が
伝
わ
っ
た
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
十
五
世
紀
に
は
『
節
用
集
』
な
ど
の
辞
典
類
に
記
載
さ
れ

る
ほ
ど
知
れ
渡
っ
て
い
た）

12
（

。
虎
渓
三
笑
に
関
す
る
題
画
文
学
も
多
く
残
っ
て
お
り
、
禅
林
の
中
で
も
好
ま
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た）

13
（

。

ま
た
、
謡
曲
〈
三
笑
〉
は
室
町
時
代
後
期
に
成
立
し
た
と
伝
わ
り）

14
（

、
稀
曲
好
み
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
と
六
代

将
軍
家
宣
の
時
代
に
宝
生
大
夫
が
三
笑
等
の
曲
を
舞
っ
た
記
録
や
、
そ
の
周
辺
で
十
四
回
も
上
演
さ
れ
た
記
録
が
あ
る）

15
（

。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
文
化
面
で
も
人
々
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
絵
画
作
品
が
日
本
に
渡
来
し
た
正
確
な
時
期
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
御
物
御
画
目
録
』
や
『
空
華
日
用
工

夫
略
集
』
に
は
、
牧
谿
の
三
笑
図
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
た
め
、
義
満
の
時
代
に
は
伝
来
し
て
お
り
、
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る）

16
（

。
以
後
、
日
本
で
も
多
く
の
絵
師
が
虎
渓
三
笑
図
を
描
き
、
江
戸
時
代
に
は
喜
多
川
歌
麿
の
《
児
戯
意
乃
三
笑
》
と
い

っ
た
浮
世
絵
に
よ
る
見
立
て
の
三
枚
組
物
も
制
作
さ
れ
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
た
画
題
で
あ
っ
た
。

　
従
来
は
人
物
画
と
し
て
描
か
れ
、
僧
形
の
人
物
を
慧
遠
、
頭
巾
を
つ
け
て
い
る
の
が
陶
淵
明
、
道
冠
を
被
っ
て
い
る
の
は
陸
修

静
と
い
う
よ
う
に
三
人
を
描
き
分
け
て
い
る
作
品
が
多
い
。
背
景
に
、
橋
や
瀑
布
、
山
な
ど
が
描
か
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
山
水

を
主
と
し
た
作
品
は
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ
な
い）

17
（

。

　
前
述
し
た
通
り
先
行
研
究
で
は
、
橋
と
そ
の
上
に
立
つ
三
人
の
人
物
か
ら
、
本
作
の
主
題
が
虎
渓
三
笑
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

き
た
【
挿
図
6
】。
伊
藤
氏
は
、
簡
略
化
さ
れ
た
描
写
の
袈
裟
か
ら
中
央
の
人
物
を
僧
侶
と
見
な
し
て
い
る
。
松
岡
氏
は
、
坊
主

頭
（
中
央
）
と
帽
子
（
右
）
に
描
き
分
け
、
伝
統
的
に
僧
形
の
慧
遠
、
角
頭
巾
の
陶
淵
明
、
帽
子
の
陸
修
静
の
描
き
方
に
則
る
こ
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と
を
指
摘
し
て
い
る）

18
（

。

　
ほ
か
に
も
、
三
人
の
図
様
か
ら
特
定
さ
れ
る
可
能
性
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
向
か
い
合
っ
た
三
人
の
う
ち
右
側
の
人
物
は
両
手
を

広
げ
、
中
央
の
人
物
は
左
手
を
内
側
に
向
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
狩
野
山
楽
《
厳
子
陵
・
虎
渓
三
笑
図
屛
風
》（
妙
心
寺
蔵
）
と

共
通
す
る
。
ま
た
、
橘
宗
重
著
、
長
谷
川
等
雲
画
『
絵
本
宝
鑑
』
巻
二
（
一
六
八
八
年
刊
、【
挿
図
7
】）
に
も
反
転
し
て
い
る
が

同
様
の
図
様
が
見
ら
れ
る
た
め
、
本
作
が
制
作
さ
れ
た
頃
に
は
、
こ
の
よ
う
な
三
人
の
図
様
も
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

19
（

。

【
楼
閣
＝
東
林
寺
】

　
階
段
を
登
っ
た
先
に
建
つ
楼
閣
は
、
慧
遠
が
東
晋
の
太
元
十
一
（
三
八
六
）
年
に
建
て
た
東
林
寺
と
考
え
ら
れ
る
。
廬
山
を
訪

れ
た
多
く
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
東
林
寺
に
関
す
る
詩
文
が
詠
ま
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
虎
渓
三
笑
と
東
林
寺
を
結
び
つ
け
て

【挿図 6】橋の上の三人

【挿図 7】『絵本宝鑑』
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い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
李
白
の
「
別
東
林
寺
僧
」
で
は
、

　
東
林
送
客
處
　
月
出
白
猿
啼
　
笑
別
廬
山
遠
　
何
煩
過
虎
溪

と
、
月
夜
の
中
、
東
林
寺
の
僧
が
客
を
送
る
情
景
と
虎
渓
三
笑
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、
室
町
時
代
の
禅
僧
に
よ
る
題
画
詩

に
も
虎
渓
三
笑
と
東
林
寺
を
一
緒
に
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
。
横
川
景
三
（
一
四
二
九
〜
一
四
九
三
）
の
「
三
笑
賛
」（『
補
庵
京
華

続
集
』）
で
は
、

　
遠
公
買
酒
醉
陶
・
陸
　
顚
倒
伽
梨
送
又
迎
　
山
色
溪
声
出
門
咲
　
道
冠
儒
履
過
橋
行
　
三
千
尺
瀑
銀
河
破

　
十
八
員
賢
蓮
社
驚
　
天
地
無
人
知
此
樂
　
東
林
寺
裏
暮
鐘
鳴
　
謹
奉
　
日
野
藤
府
君
命
　
景
三
題

と
、
慧
遠
が
虎
渓
を
過
ぎ
た
と
き
、
日
が
暮
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
東
林
寺
の
鐘
が
鳴
っ
た
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
詩
文
で
虎
渓
三
笑
と
東
林
寺
は
し
ば
し
ば
結
び
付
け
ら
れ
た
。

　
絵
画
作
例
で
は
、
虎
渓
三
笑
と
楼
閣
を
一
緒
に
描
い
た
も
の
は
少
な
く
、
管
見
の
限
り
伝
如
拙
《
虎
渓
三
笑
図
》（
正
木
美
術

館
蔵
）
と
妙
心
寺
天
球
院
方
丈
一
の
間
床
貼
付
の
狩
野
山
雪
《
虎
渓
三
笑
図
》
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
松
岡
ま
り
江
氏
は
、
曾
我

蕭
白
《
月
夜
山
水
図
屛
風
》（
近
江
神
宮
蔵
、【
挿
図
8
】）
の
左
隻
第
三
〜
四
扇
の
崖
上
の
寺
院
は
東
林
寺
と
し
て
描
か
れ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
月
夜
の
情
景
は
李
白
「
廬
山
東
林
寺
夜
懐
」
や
白
楽
天
「
宿
東
林
寺
」
な
ど
、
夜
泊
の
詩
に
依
拠
し
た
イ
メ
ー
ジ

が
想
定
で
き
る
と
述
べ
て
い
る）

20
（

。

【
山
Ｂ
＝
香
爐
峰
】

　
瀑
布
は
虎
渓
三
笑
図
に
よ
く
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
大
き
な
瀑
布
が
流
れ
落
ち
る
山
は
、
先
行
研
究
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
香
爐
峰
と
考
え
ら
れ
る）

21
（

。
香
爐
峰
の
瀑
布
は
李
白
の
「
望
廬
山
瀑
布
　
其
二
」
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日
照
香
炉
生
紫
煙
　
遥
看
瀑
布
挂
前
川
　
飛
流
直
下
三
千
尺
　
疑
是
銀
河
落
九
天

が
最
も
有
名
で
あ
り
、
李
白
が
観
瀑
す
る
様
子
は
多
く
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
。
ほ
か
に
も
詩
文
や
題
画
詩
、
謡
曲
な
ど
を

通
じ
て
虎
渓
三
笑
と
香
爐
峰
の
瀑
布
は
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た）

22
（

。

【挿図 9】山 Cの頂上付近

【挿図 8】曾我蕭白《月夜山水図屏風》
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【
山
Ｃ
＝
五
老
峰
】

　
香
爐
峰
の
後
方
に
屹
立
す
る
山
は
、
角
張
っ
た
形
態
で
山
頂
が
五
つ
突
き
出
し
て
い
る
。
山
頂
に
は
川
が
流
れ
、
瀑
布
の
上
流

で
あ
る
と
想
像
で
き
る
【
挿
図
9
】。
蕭
白
の
他
の
山
水
画
に
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
山
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
パ
タ
ー
ン
化

さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
、
本
作
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
選
択
さ
れ
た
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
山
の
特
徴
は
五
老
峰
と

一
致
す
る
。

　
五
老
峰
と
は
廬
山
の
名
勝
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
五
人
の
老
人
が
座
っ
て
い
る
よ
う
に
五
峰
が
並
立
し
て
い
る
た
め
五
老
峰
と
称

さ
れ
る
。
五
老
峰
に
関
す
る
詩
文
も
多
く
の
文
人
達
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
。
そ
の
中
で
も
李
白
の
「
登
廬
山
五
老
峰
詩
」

　
廬
山
東
南
五
老
峰
　
青
天
削
出
金
芙
蓉
　
九
江
秀
色
可
攬
結
　
吾
將
此
地
巢
雲
松

は
有
名
で
あ
り
、
廬
山
の
数
あ
る
名
勝
の
中
で
も
知
れ
渡
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
北
宋
の
郭
若
虚
が
著
し
た
『
図
画
見
聞
志
』

（
巻
一
）
に
は

　
顧
愷
之
有
雪
霽
望
五
老
峯
圖
。

と
、
顧
愷
之
（
三
四
四
？
〜
四
〇
五
？
）
の
五
老
峰
図
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
東
晋
の
時
代
に
は
五
老
峰
図
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
廬
山
の
名
勝
を
描
き
分
け
た
作
品
は
極
め
て
少
な
く
、
五
老
峰
を
描
い
た
絵
画
作
例
は
、
管
見
の
限

り
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
祇
園
南
海
（
一
六
七
六
〜
一
七
五
一
）
の
二
点
の
《
五
老
峰
図
》（
田
辺
市
立
美
術
館
蔵
【
挿
図
10
】、
個
人
蔵
【
挿
図

11
】）
は
本
作
以
前
に
五
老
峰
が
主
題
と
な
っ
た
珍
し
い
作
例
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
近
景
の
左
側
に
橋
や
家
屋
、
人
物
と
い
っ
た

モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
、
霞
を
隔
て
た
対
角
線
上
に
五
老
峰
が
配
さ
れ
る
。
安
永
拓
世
氏
は
、
南
海
本
の
典
拠
は
伝
唐
寅
《
山
水
図

巻
》（
個
人
蔵
）
の
第
三
図
の
図
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

23
（

。
両
作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
題
詩
が
付
さ
れ
、
田
辺
市
立
美
術
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館
本
は
李
白
の
「
望
廬
山
瀑
布
　
其
一
」
の
一
節

　
海
風
吹
不
斷
　
江
月
照
還
空

が
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
個
人
蔵
本
は
李
白
の
「
登
廬
山

五
老
峰
詩
」
の
一
節

　
廬
山
東
南
五
老
峰
　
青
天
削
出
金
芙
蓉

が
書
か
れ
て
い
る）

24
（

。

　
本
作
と
二
つ
の
南
海
本
を
比
較
す
る
と
、
瀑
布
が
落
ち
る

点
は
共
通
す
る
が
、
山
の
形
態
は
異
な
る
。
本
作
で
は
、
硬

質
な
線
で
真
っ
直
ぐ
突
き
出
し
た
山
頂
を
描
い
て
い
る
が
、

南
海
本
で
は
左
右
斜
め
上
に
山
頂
が
突
き
出
た
異
様
な
形
態
を
し
て
い
る
。

　
時
代
は
下
る
が
、
蔀
関
月
《
廬
山
図
》（
大
阪
市
立
美
術
館
蔵
、【
挿
図
12
】）
に
お
い
て
も
五
老
峰
は
廬
山
の
名
勝
の
一
部
と

し
て
描
か
れ
る）

25
（

。
蔀
関
月
（
一
七
四
七
〜
一
七
九
七
）
は
大
坂
の
絵
師
で
、
月
岡
雪
鼎
の
門
人
で
あ
る
。
木
村
蒹
葭
堂
や
池
大
雅

門
下
の
福
原
五
岳
な
ど
と
も
交
流
が
あ
り
、
明
和
か
ら
安
永
年
間
に
は
版
本
の
挿
絵
も
多
く
手
掛
け
た
。
関
月
本
に
は
、
廬
山
の

様
々
な
名
勝
や
建
物
が
描
か
れ
、
諸
峰
や
建
物
に
金
泥
で
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
方
に
真
っ
直
ぐ
突
き
出
る
五
老
峰
の
形
態

は
本
作
と
共
通
す
る
が
、
瀑
布
は
描
か
れ
て
い
な
い）

26
（

。

　
版
本
や
画
譜
に
も
五
老
峰
を
描
い
た
作
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
中
国
で
刊
行
さ
れ
た
版
本
で
、
日
本
で
も
よ
く
使
用
さ

れ
た
も
の
と
し
て
、『
三
才
図
会
』
と
『
新
鐫
海
内
奇
観
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　『
三
才
図
会
』
は
明
代
に
王
圻
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
万
暦
三
十
七
（
一
六
〇
九
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
寛
永
十
六
（
一
六
三

【挿図 10】祇園南海《五老峰図》

【挿図 11】祇園南海《五老峰図》
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九
）
年
に
日
本
に
伝
来
し
、
日
本
の
絵
入
り
百
科
事
典
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た）

27
（

。
地
理
十
巻
に
、「
匡
廬
山
図
」【
挿
図
13
】

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
画
中
に
瀑
布
や
山
、
建
物
な
ど
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
各
名
勝
の
特
定
は
困
難
で
あ
る
。

　『
新
鐫
海
内
奇
観
』
は
、
明
代
の
楊
爾
曽
の
編
ん
だ
地
誌
で
、
万
暦
三
十
七
（
一
六
〇
九
）
年
序
刊
、
第
六
巻
に
「
匡
廬
圖
説
」

【
挿
図
14
】
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
三
才
図
会
』
と
同
じ
構
図
だ
が
、
画
中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
が
記
さ
れ
、
廬
山
の
説
明
も

詳
し
い
。

　
一
方
、
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
は
『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』
と
『
画
典
通
考
』
に
五
老
峰
が
描
か
れ
る
。『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』

は
、
平
住
専
安
が
著
し
橘
守
国
（
一
六
七
九
〜
一
七
四
八
）
が
挿
絵
を
手
掛
け
た
。
百
科
事
典
と
し
て
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年

に
刊
行
さ
れ
、
中
村
惕
斎
が
著
し
た
『
訓
蒙
図
彙
』（
一
六
六
六
年
刊
）
に
倣
い
、『
三
才
図
会
』
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た）

28
（

。

「
廬
山
」（
第
二
巻
、【
挿
図
15
】）
で
は
、
皴
法
な
ど
の
描
法
は
や
や
異
な
る
が
、
構
図
や
山
の
形
態
は
『
三
才
図
会
』
と
共
通
す

る
。

　『
画
典
通
考
』
は
、
大
岡
普
斎
が
著
し
、
橘
守
国
が
挿
絵
を
手
掛
け
た
。
序
に
よ
れ
ば
、
日
本
や
中
国
の
画
題
解
説
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
『
絵
本
故
事
談
』（
一
七
一
四
年
刊
）
の
後
編
を
継
ご
う
と
し
て
、
未
だ
諸
画
本
に
載
っ
て
い
な
い
も
の
を
採
っ
て
編

纂
し
た
と
い
う）

29
（

。「
廬
山
」（
第
四
巻
、【
挿
図
16
】）
は
、
上
記
三
つ
と
異
な
る
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
左
側
に
は
、
大
き
な
瀑

布
が
流
れ
落
ち
、
そ
の
横
に
頂
き
が
二
つ
突
き
出
た
双
剣
峰
が
あ
る
。
滝
壺
の
周
囲
に
は
点
景
人
物
が
観
瀑
し
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
る
。
瀑
布
は
奔
流
と
な
り
右
側
に
流
れ
て
い
き
、
そ
の
上
に
は
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
右
上
に
は
、
五
老
峰
が
そ
び
え
立
ち
、

右
下
に
は
白
鹿
洞
書
院
と
虎
渓
が
描
か
れ
て
い
る
。
詞
書
に
、
廬
山
の
場
所
や
、
名
前
の
由
来
、
唐
の
詩
人
・
白
楽
天
と
香
爐
峰

の
遺
愛
寺
、
李
白
の
「
廬
山
瀑
布
望
」
の
詩
、
双
剣
峰
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
単
に
図
示
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
字
情
報

が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
り
、
画
中
に
は
、
虎
渓
・
白
鹿
洞
・
五
老
峰
・
双
剣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
廬
山
の
全
容
で
は
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【挿図 12】蔀関月筆《廬山図》

【挿図 13】『三才図会』地理十巻

【挿図 14】『新鐫海内奇観』第六巻
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【挿図 15】『唐土訓蒙図彙』第二巻

【挿図 16】『画典通考』第四巻

【挿図 17】五老峰一覧
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な
く
、
名
勝
を
選
択
し
て
文
字
情
報
を
添
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
地
誌
的
な
性
格
よ
り
、
廬
山
と
い
う
画
題
に
対
す
る
理

解
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
左
側
に
後
述
す
る
双
剣
峰
を
描
き
、
橋
を
挟
ん
だ
右
側
に
五
老
峰
や
白
鹿
洞
書
院
を
置

く
配
置
は
他
の
画
譜
類
と
共
通
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
画
譜
類
で
の
五
老
峰
は
、
山
頂
が
五
つ
突
き
出
し
た
図
様
が
共
通
し
、『
新
鐫
海
内
奇
観
』
と
関
月
本
以
外
は
山
頂

か
ら
瀑
布
が
流
れ
落
ち
て
い
る
【
挿
図
17
】。
こ
の
特
徴
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
本
作
の
山
Ｃ
も
五
老
峰
を
表
わ
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
と
く
に
『
画
典
通
考
』
に
み
ら
れ
る
角
張
っ
た
五
老
峰
の
描
法
は
本
作
に
最
も
近
く
、『
画
典
通
考
』
以
外
に
虎
渓

と
五
老
峰
を
一
緒
に
描
い
た
作
品
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
興
味
深
い
。

　
ほ
か
に
も
虎
渓
三
笑
と
五
老
峰
を
結
び
つ
け
た
例
と
し
て
五
山
の
禅
僧
に
よ
る
題
画
詩
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
梅
屋
宗
香

（
？
〜
一
五
四
五
）
の
「
三
笑
看
月
図
」
で
は
、

　
五
老
峰
前
夕
景
新
　
袈
裟
相
送
両
冠
中
　
天
公
好
事
四
三
友
　
添
得
雲
月
一
輪

と
、
五
老
峰
の
夕
暮
れ
と
虎
渓
三
笑
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る
室
町
時
代
の
絵
画
作
例
に
五
老
峰
を
描
き

分
け
た
作
品
は
無
い
。
こ
の
た
め
室
町
時
代
か
ら
虎
渓
三
笑
と
五
老
峰
は
連
想
さ
れ
な
が
ら
も
、
名
勝
と
し
て
そ
の
姿
を
描
い
た

の
は
近
世
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

【
山
Ｄ
＝
双
剣
峰
】

　
左
側
の
山
頂
が
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
山
も
、
蕭
白
の
他
の
山
水
画
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
五
老
峰
と
同
様
に
パ
タ
ー
ン
化

さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
、
本
作
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
選
択
さ
れ
た
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
山
頂
を
持
つ
形
態
か

ら
し
て
、
こ
の
山
は
双
剣
峰
だ
ろ
う
。
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双
剣
峰
は
上
述
し
た
四
点
の
画
譜
類
の
中
で
瀑
布
の
隣
に
描
か
れ
て
い
る）

30
（

。
い
ず
れ
も
丸
い
形
態
の
岩
山）

31
（

が
近
く
に
配
さ
れ
て

い
る
【
挿
図
18
】。
詩
文
等
で
双
剣
峰
と
虎
渓
三
笑
を
結
び
付
け
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
絵
画
や
画
譜
の
作
例
で
も
一
緒
に

描
か
れ
た
も
の
は
『
画
典
通
考
』
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
前
述
し
た
他
の
山
や
モ
チ
ー
フ
ほ
ど
三
笑
と
と
も
に
連
想
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
双
剣
峰
自
体
は
松
尾
芭
蕉
の
「
鹿
島
紀
行
」
に

　
筑
波
山
む
か
ふ
に
高
く
、
二
峰
並
び
立
り
。
か
の
唐
土
に
双
剣
の
み
ね
あ
り
と
聞
え
し
は
、
廬
山
の
一
隅
な
り
。

と
（
傍
線
筆
者
）、
筑
波
山
の
女
体
山
と
男
体
山
を
双
剣
峰
に
例
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俳
諧
周
辺
の
文
化
人
た
ち
の

間
で
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
蕭
白
自
身
も
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
た
こ

と
を
示
す
作
例
が
あ
る
た
め
、
芭
蕉
の
詠
ん
だ
双
剣
峰
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
可
能

性
も
あ
る
だ
ろ
う）

32
（

。

【
四
阿
＝
慧
遠
観
瀑
、
李
白
観
瀑
、
三
笑
亭
】

　
画
面
右
下
の
無
人
の
四
阿
に
つ
い
て
、
山
口
泰
弘
氏
は
、
狩
野
一
渓
『
後
素
集
』

（
巻
三
　
羅
漢
祖
師
）
に

　
惠
遠
觀
瀑
圖
　
惠
遠
法
師
拂
子
を
持
瀧
を
看
、
廬
山
の
瀧
也

と
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
も
し
こ
の
東
屋
に
慧
遠
あ
る
い
は

李
白
を
待
ち
受
け
る
と
い
う
伏
線
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
図
は
、
廬

山
を
め
ぐ
る
ふ
た
つ
の
画
題
、
す
な
わ
ち
〈
虎
渓
三
笑
〉
と
〈
慧
遠
観
瀑
〉
な
い
し

〈
李
白
観
瀑
〉
を
一
図
に
同
居
さ
せ
る
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
を
蕭
白
が
構
想
し
た
、
と

【挿図 18】双剣峰一覧
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い
う
見
方
も
成
り
立
つ
。」
と
述
べ
て
い
る）

33
（

。
ほ
か
に
も
虎
渓
三
笑
と
関
係
の
あ
る
も
の
と
し
て
「
三
笑
亭
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
佩
文
韻
府
』
所
載
の
『
廬
山
記
』
に
は

　
慧
遠
居
廬
山
東
林
寺
、
送
客
不
過
渓
。
一
日
与
陶
淵
明
・
陸
静
（
マ
マ
）
修
共
話
、
不
覚
踰
之
。

　
虎
輒
号
鳴
。
三
人
大
笑
。
而
後
建
三
笑
亭
。 

（
傍
線
筆
者
）

と
、
三
笑
亭
と
い
う
亭
が
後
に
建
て
ら
れ
た
記
述
が
あ
り
、
謡
曲
〈
三
笑
〉
の
元
章
改
訂
の
明
和
本
の
末
尾
は
、「
三
咲
亭
を
ぞ

建
に
け
る
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る）

34
（

。
三
笑
亭
に
つ
い
て
の
記
述
は
『
新
鐫
海
内
奇
観
』
に
も
見
ら
れ）

35
（

、
さ
ら
に
清
代
の
紀
行
文
に

も
「
三
笑
堂
」
あ
る
い
は
「
三
笑
亭
」
と
い
う
名
が
見
ら
れ
る）

36
（

。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
蕭
白
が
三
笑
亭
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
本
作
の
注
文
主
や
享
受
者
た
ち
の

間
で
も
三
笑
亭
は
認
知
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
巨
大
な
瀑
布
を
望
む
絶
好
の
場
所
に
設
置
さ
れ
た
無
人
の
四
阿
は
、

「
慧
遠
観
瀑
」「
李
白
観
瀑
」「
三
笑
亭
」
と
い
っ
た
連
想
を
促
す
装
置
と
し
て
の
役
割
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

四
阿
を
三
笑
亭
と
見
れ
ば
、
橋
の
上
の
三
人
が
こ
れ
か
ら
向
か
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
慧
遠
観
瀑
な
い
し
李
白
観
瀑
と
い
っ
た
廬
山

の
観
瀑
と
虎
渓
三
笑
が
重
な
り
合
う
場
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

【
山
Ｅ
＝
白
鹿
洞
書
院
な
ど
の
連
想
】

　
山
Ｅ
で
は
、
山
頂
付
近
か
ら
生
え
た
樹
木
が
月
に
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
管
見
の
限
り
廬
山
図
や
虎
渓
三
笑

図
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
前
述
し
た
通
り
近
濃
遠
淡
は
無
視
さ
れ
、
唯
一
丸
み
を
帯
び
た
形
態
を
し
て
お
り
、
画
中
の
中
で

も
特
異
な
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
山
Ｅ
も
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
白
鹿
洞
書
院
を
連
想
さ
せ
る
山
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
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白
鹿
洞
書
院
は
五
老
峰
の
麓
に
建
て
ら
れ
た
書
院
で
、
唐
代
に
李
渤
が
隠
居
し
、
白
鹿
を
養
い
な
が
ら
日
々
を
送
っ
た
た
め
白

鹿
洞
と
名
付
け
ら
れ
た
。
南
宋
の
朱
子
が
荒
廃
し
て
い
た
書
院
を
再
建
し
、
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
藩
校
に
朱
子
学
の
教
育
理
念

を
記
し
た
白
鹿
洞
書
院
掲
示
が
掲
げ
ら
れ
、
日
本
で
も
広
く
知
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
廬
山
の
モ
チ
ー
フ
に
、

さ
ら
に
ひ
と
つ
を
加
え
る
と
す
れ
ば
、
廬
山
の
名
勝
と
し
て
多
く
の
人
に
認
知
さ
れ
て
い
た
白
鹿
洞
書
院
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
だ

ろ
う
。

　
白
鹿
洞
書
院
を
主
題
と
し
た
絵
画
の
作
例
は
少
な
い
が
、
蔀
関
月
本
で
は
、
白
鹿
洞
が
画
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
懐
徳
堂

に
ふ
さ
わ
し
い
画
題
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る）

37
（

。
ま
た
、
上
述
し
た
画

譜
類
す
べ
て
に
白
鹿
洞
書
院
は
描
か
れ
て
い
る
【
挿
図
19
】。

　
こ
れ
ら
の
作
例
で
は
、
五
老
峰
の
麓
に
白
鹿
洞
が
配
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
作
の
山
Ｅ

と
実
際
の
配
置
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
書
院
の
周
り
に
樹
木
が
置
か
れ

て
い
る
。『
廬
山
記
』
叙
山
南
第
三
で
は
、

　
又
五
里
至
白
鹿
洞
。
貞
元
中
李
渤
字
濬
之
、
興
仲
兄
偕
隠
居
焉
。
後
徙
少
室
。

　
以
右
拾
遺
召
不
拝
。
即
韓
文
公
詩
、
所
謂
少
室
山
人
者
。
大
和
間
仕
至
太
子
賓
客
。

　
是
寶
歴
中
嘗
為
江
州
刺
史
。
乃
洞
創
臺
榭
。
環
以
流
水
雑
植
花
木
為
。
一
時
之
勝
。

と
あ
り
（
傍
線
筆
者
）、
李
渤
が
周
辺
に
樹
木
を
植
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
新
鐫
海
内
奇
観
』
に
は
、

　
東
為
洗
心
橋
。
上
有
獨
対
亭
。
又
亭
獨
対
之
上
。
為
聞
泉
重
山
。

　
若
抱
古
松
千
樹
。
丙
夜
天
籟
。
叫
號
如
波
濤
起
松
間
。 

（
傍
線
句
点
筆
者
）

【挿図 19】
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と
、
白
鹿
洞
書
院
の
右
横
に
描
か
れ
た
洗
心
橋
の
上
に
は
山
が
重
な
り
、
泉
の
音
が
聞
こ
え
、
夜
に
な
る
と
樹
木
を
揺
ら
す
風
の

音
が
波
濤
の
よ
う
に
こ
だ
ま
す
る
「
聞
泉
重
山
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
明
代
の
羅
洪
先
の
詩
に
は
、
白
鹿
洞
の
外
に
多
く
の
松
が
植
え
ら
れ
て
い
る
と
あ
り）

38
（

、
同
じ
く
明
代
の
湯
賓
尹
や
王
守
仁
の
詩

文
に
も
、
白
鹿
洞
と
一
緒
に
樹
木
や
月
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る）

39
（

。

　
本
作
の
樹
木
が
生
え
、
山
越
し
に
月
が
輝
い
て
い
る
描
写
は
こ
れ
を
思
わ
せ
な
い
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
蕭

白
は
《
月
夜
山
水
図
屛
風
》
な
ど
の
、
様
々
な
主
題
を
想
起
さ
せ
る
作
例
を
制
作
し
て
い
る
た
め
、
山
Ｅ
か
ら
は
他
に
も
複
数
の

連
想
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

三
、
主
題
と
画
面
構
成
の
関
係

　
以
上
、
造
形
的
特
徴
と
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
本
章
で
は
本
作
に
見
ら
れ
る
画
面
の
分
割
や
描
法
に
つ
い
て
さ
ら
に

細
か
な
点
を
考
察
し
、
廬
山
に
関
す
る
複
数
の
主
題
を
想
起
さ
せ
る
た
め
に
画
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
い
。

　
東
林
寺
の
左
側
に
は
大
き
な
岩
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に
は
樹
木
が
置
か
れ
、
こ
れ
ら
に
霞
が
引
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
近
景
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
岩
の
描
法
は
他
の
近
景
と
異
な
り
、
紙
の
地
の
白
色
を
残
さ

ず
、
上
部
は
濃
墨
の
線
を
重
ね
て
力
強
い
禿
筆
で
描
い
た
よ
う
な
皴
が
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
岩
と
香
爐
峰
は
、
そ
の
奥

に
あ
る
双
剣
峰
と
五
老
峰
と
同
じ
よ
う
に
左
右
に
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
岩
の
部
分
は
近
景
に
あ
り
な
が
ら
廬
山

の
山
々
の
一
部
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
廬
山
の
一
部
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
岩
の
す
ぐ
下
に
あ
る
東
林
寺
は
念
仏
結
社
で

あ
る
白
蓮
社
や
十
八
賢
の
故
事
な
ど
、
虎
渓
三
笑
以
外
の
連
想
に
つ
な
が
り
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
東
林
寺
か
ら
は
、
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階
段
を
降
り
、
橋
を
渡
り
、
四
阿
ま
で
の
道
の
り
が
辿
れ
る
が
、
大
き
な
樹
木
に
よ
っ
て
画
面
は
分
割
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
東
林
寺
、
階
段
、
橋
の
上
の
三
人
、
四
阿
の
連
続
性
は
弱
ま
る
。
虎
渓
三
笑
や
四
阿
と
の
つ
な
が
り
が
弱
く
な
る
こ
と
で
、

白
蓮
社
や
瀑
布
な
ど
他
の
モ
チ
ー
フ
へ
の
連
想
が
導
か
れ
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
同
じ
よ
う
に
四
阿
の
右
側
の
岩
も
近
景
の
他
の
部
分
と
描
法
が
異
な
り
、
淡
墨
に
よ
る
皴
が
施
さ
れ
て
い
る
。
異
な
る
描
法
に

よ
っ
て
こ
こ
が
虎
渓
三
笑
と
廬
山
観
瀑
が
重
な
り
合
う
特
殊
な
場
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
た
、
蕭
白
筆
と
伝
わ
る
他
の
虎
渓
三
笑
図
に
は
、
三
人
が
橋
を
渡
り
き
っ
た
場
面
が
選
択
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
で
は
橋
の

上
と
い
う
本
来
の
故
事
と
異
な
る
場
面
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
深
読
み
を
す
る
と
、
こ
れ
は
樹
木
に
よ
る
画
面
の
分
割
と
い
う

構
図
と
関
係
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
え
て
人
物
画
の
主
題
を
山
水
画
と
し
て
描
き
、
主
題
が
比
較
的
判
明
し
や
す
い
虎
溪

三
笑
に
定
型
と
異
な
る
場
面
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
鑑
賞
者
に
虎
渓
三
笑
以
外
の
主
題
が
他
に
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
せ

る
逆
説
的
な
仕
掛
け
が
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
香
爐
峰
と
五
老
峰
の
上
部
に
の
み
霞
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
鑑
賞
者
の
視
線
は
山
頂
に
誘
導
さ
れ
や
す
い
。
特
徴

的
な
五
つ
峰
の
前
に
香
爐
峰
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
同
じ
廬
山
の
名
勝
の
ひ
と
つ
で
あ
る
五
老
峰
も
想
起
し
や
す
く
な
る
だ

ろ
う
。

　
以
上
、
画
面
の
構
成
と
描
法
を
確
認
し
モ
チ
ー
フ
か
ら
の
連
想
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
作
の
画
面
は
、
ま
ず
雲
烟
や
霞
、
樹

木
に
よ
っ
て
近
景
と
中
景
・
遠
景
に
分
け
ら
れ
る
。
近
景
に
は
虎
渓
三
笑
に
関
係
す
る
モ
チ
ー
フ
を
置
き
、
中
景
・
遠
景
に
は
香

爐
峰
・
五
老
峰
・
双
剣
峰
な
ど
廬
山
の
山
々
を
描
い
て
、「
虎
渓
三
笑
」
と
「
廬
山
」
と
い
う
二
つ
の
主
題
を
組
み
合
わ
せ
た
画

面
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
は
樹
木
や
皴
法
な
ど
の
描
法
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
ま
た
描
き
分
け
ら
れ

て
、
モ
チ
ー
フ
同
士
の
関
係
や
そ
れ
ら
か
ら
の
連
想
を
誘
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
複
雑
な
構
成
は
晩
年
期
の
蕭
白
の
山
水
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画
の
中
で
も
際
立
っ
て
お
り
、
高
い
構
成
力
を
示
す
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
作
の
よ
う
に
主
題
に
よ
っ
て
山
水
の
描
法
を
変
え
る
点
は
、
蕭
白
の
晩
年
期
の
代
表
作
で
あ
る
《
月
夜
山
水
図
屛
風
》（
近

江
神
宮
所
蔵
）
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
江
神
宮
本
に
見
ら
れ
る
特
異
な
表
現
に
つ
い
て
伊
藤
氏
は

「
画
面
全
体
に
引
か
れ
た
金
泥
の
霞
、
直
線
的
な
筆
跡
を
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
用
い
る
岩
肌
の
表
現
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
近
景

を
細
い
線
と
淡
墨
で
描
き
遠
景
を
太
い
墨
線
で
描
い
て
い
る
。（
中
略
）
一
つ
の
画
面
に
様
々
な
表
現
が
表
れ
て
い
る
。」
と
、
述

べ
て
い
る）

40
（

。
こ
の
作
品
に
は
様
々
な
山
水
モ
チ
ー
フ
と
点
景
人
物
が
、
散
り
ば
め
ら
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
左

隻
第
一
〜
二
扇
目
の
下
部
で
は
、
高
士
た
ち
が
蓮
の
葉
の
浮
か
ぶ
水
辺
の
亭
に
集
っ
て
い
る
。
近
景
に
も
か
か
わ
ら
ず
細
線
の
淡

墨
で
描
か
れ
、
明
ら
か
に
他
の
モ
チ
ー
フ
と
区
別
す
る
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
蕭
白
筆
《
唐
人
物
図
屛

風
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
と
人
物
の
組
み
合
わ
せ
や
構
図
が
重
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
複
数
の
主
題
が
想
起
さ
れ
て
い
る）

41
（

。

　
近
江
神
宮
本
の
画
題
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
西
湖
、
金
山
寺
、
西
湖
十
景
、
廬
山
な
ど
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
先
行

作
例
や
版
本
な
ど
と
も
完
全
に
は
一
致
し
な
い
た
め
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い）

42
（

。
む
し
ろ
、「
時
に
は
そ
の
場
で

故
事
の
教
養
を
共
有
す
る
鑑
賞
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
を
語
り
合
う
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
見
方
を
受
け
止
め
る
絵
と
し
て

考
え
た
い
。」
と
伊
藤
氏
が
述
べ
る
よ
う
に）

43
（

、
多
様
な
見
方
を
楽
し
め
る
作
品
で
あ
り
、
特
異
な
表
現
は
画
面
に
散
り
ば
め
ら
れ

た
主
題
を
連
想
さ
せ
る
た
め
に
採
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
で
は
近
江
神
宮
本
を
本
作
よ
り
後
の
作
例

と
推
定
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と）

44
（

、
本
作
に
よ
っ
て
表
現
と
主
題
の
複
雑
な
構
成
に
成
功
し
た
蕭
白
が
さ
ら
な
る
大
画
面
に

挑
戦
し
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
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四
、
同
時
代
の
廬
山
図

　
以
上
、
本
作
の
主
題
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
蕭
白
は
ど
う
い
っ
た
も
の
を
参
考
に
本
作
を
制
作
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
同
時
代
に
制
作
さ
れ
た
廬
山
図
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
作
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

　
文
献
上
で
は
、
東
晋
の
頃
に
は
既
に
廬
山
を
描
い
た
絵
画
作
例
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

45
（

。
竹
浪
遠
氏
は
、

「
廬
山
は
五
代
北
宋
初
の
江
南
山
水
画
の
成
立
に
大
き
く
関
与
し
た
が
、
そ
れ
以
降
の
絵
画
史
で
は
、「
虎
渓
三
笑
」
や
「
李
白
観

瀑
」
の
よ
う
な
故
事
画
題
の
舞
台
と
は
さ
れ
る
も
の
の
、
江
南
山
水
画
の
画
題
と
し
て
の
意
識
は
希
薄
と
な
っ
た
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

46
（

。
最
も
知
ら
れ
た
玉
澗
《
廬
山
図
》（
岡
山
県
立
美
術
館
蔵
）
や
、
明
時
代
の
沈
周
《
廬
山
髙
図
》

（
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
）、
清
代
初
期
の
石
濤
《
廬
山
観
瀑
図
》（
泉
屋
博
古
館
蔵
）、
清
代
の
袁
耀
《
廬
山
瀑
布
図
》（
東
京

国
立
博
物
館
蔵
）
な
ど
中
国
の
現
存
作
例
は
、
い
ず
れ
も
本
作
や
画
譜
類
の
よ
う
に
名
勝
を
描
き
分
け
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
文
献
で
は
北
宋
の
米
芾
の
『
画
史
』
に
六
朝
時
代
に
描
か
れ
た
絵
地
図
の
類
と
思
わ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る）

47
（

。

　
一
方
、
日
本
の
絵
師
に
よ
る
作
例
も
少
な
い
。
管
見
の
限
り
上
述
し
た
画
譜
類
や
絵
画
作
例
以
外
で
廬
山
の
名
勝
を
描
き
分
け

た
も
の
は
後
述
す
る
池
大
雅
の
作
品
の
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
現
存
作
例
が
す
べ
て
『
三
才
図
会
』
や
『
新
鐫
海
内
奇
観
』
と
モ

チ
ー
フ
の
配
置
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
画
譜
が
日
本
に
渡
来
し
た
近
世
以
降
に
、
名
勝
を
描
き
分
け
る
意
識
が
作
品

に
反
映
さ
れ
と
推
測
で
き
る
。

　
ま
た
、
蔀
関
月
本
の
制
作
背
景
を
脇
坂
淳
氏
は
、『
唐
土
名
勝
図
会
』
が
生
み
出
さ
れ
た
当
時
の
風
潮
を
理
由
と
し
て
指
摘
し

て
い
る）

48
（

。『
唐
土
名
勝
図
会
』（
一
八
〇
五
年
序
）
は
、
木
村
蒹
葭
堂
（
一
七
三
六
〜
一
八
〇
二
）
が
企
画
し
、
そ
の
没
後
に
刊
行
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さ
れ
た
北
京
を
中
心
と
す
る
地
誌
で
あ
る
。
高
松
良
幸
氏
も
「
本
図
は
、
廬
山
と
い
う
中
国
の
名
所
に
対
す
る
知
的
好
奇
心
を
満

足
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
顕
著
」
で
あ
り
、
懐
徳
堂
や
混
沌
詩
社
の
中
国
趣
味
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
文
人
た
ち
と
の
交
流
が
、

制
作
背
景
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る）

49
（

。
秋
田
達
也
氏
は
、
関
月
本
で
白
鹿
洞
書
院
が
ほ
ぼ
正
面
か
ら
の
景
観
で
比

較
的
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
懐
徳
堂
が
朱
子
学
を
中
心
と
し
た
学
校
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
懐
徳
堂
に
ふ
さ
わ
し

い
画
題
と
し
て
選
ば
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

50
（

。
こ
の
よ
う
に
、
関
月
本
は
懐
徳
堂
を
中
心

と
し
た
知
識
人
た
ち
の
中
国
趣
味
へ
の
高
ま
り
が
制
作
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
池
大
雅
も
四
十
代
後
半
に
《
廬
山
全
景
図
》（
個
人
蔵
、【
挿
図
20
】）
を
制
作
し
た
。
画
面
左
上
に
は
自
ら
李
白
の
詩

を
写
し
て
い
る
。
左
側
に
大
き
な
瀑
布
が
流
れ
落
ち
、
そ
の
下
に
四
阿
が
配
さ
れ
る
。
渓
流
に
架
か
っ
た
橋
の
上
に
観
瀑
す
る
高

士
と
歩
み
寄
る
人
物
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
右
下
の
塀
で
囲
ま
れ
た
建
物
は
、
関
月
本
や
画
譜
に
描
か
れ
た
白
鹿
洞
書
院

の
図
様
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
瀑
布
の
左
側
に
突
き
出
た
山
は
そ
の
形
態
か
ら
双
剣
峰
と
考
え
ら
れ
る
。
大
雅
本
で
も
『
画
典
通

孝
』
と
同
じ
よ
う
に
全
容
を
描
く
の
で
は
な
く
、
名
勝
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
の
配
置
は
双
剣
峰
と
白
鹿
洞
書
院
の
間

を
省
略
し
て
い
る
が
基
本
的
に
画
譜
類
と
共
通
す
る
。

　
大
雅
は
、
画
譜
類
を
参
考
に
制
作
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る）

51
（

。《
廬
山
全
景
図
》
と
同
じ
四
十
代
後
半
に
制
作

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
《
西
湖
春
景
・
銭
塘
観
潮
図
屛
風
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
や
、
四
十
九
歳
の
と
き
に
制
作
し
た

《
洞
庭
赤
壁
図
巻
》（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
は
『
新
鐫
海
内
奇
観
』
を
参
照
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
詩
文
結
社

が
開
催
す
る
中
秋
の
宴
で
鑑
賞
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
後
者
は
跋
文
か
ら
大
坂
の
漢
詩
グ
ル
ー
プ
・
混
沌
社
の
主
要
メ
ン
バ

ー
で
あ
っ
た
西
村
孟
清
（
？
〜
一
七
七
九
）
の
依
頼
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
そ
の
周
辺
で
鑑
賞
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
）
52
（

。《
廬
山
全
景
図
》
は
大
雅
が
『
新
鐫
海
内
奇
観
』
を
参
照
し
て
作
品
を
制
作
し
て
い
た
同
時
期
の
作
品
で
あ
り
、
モ
チ
ー
フ
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の
配
置
な
ど
の
共
通
点
か
ら
画
譜
類
を
参
考
に
し
て
制
作
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
大
雅
や
蒹
葭
堂
周
辺
で
は
廬
山
の
名
勝
を
描
き
分
け
た
作
品
が
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

53
（

。
ま
た
、

前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
は
画
譜
類
と
名
勝
の
形
態
や
全
体
の
配
置
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
類
似
す
る
廬
山
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー

ス
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
の
京
都
や
大
坂
の
一
部
で
は
、
名
勝
を
描
き
分
け
た
廬
山
図
が
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
で
は
、
本
作
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
参
考
に
し
て
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
画
譜
や
絵
画
作
例
の
中
で
は
、

『
画
典
通
考
』
の
み
虎
渓
が
描
か
れ
て
い
る
。『
新
鐫
海
内
奇
観
』
で
は
、
東
林
寺
は
鄱
陽
湖
を
渡
っ
た
先
に
示
さ
れ
て
お
り
【
挿

図
21
】、
蔀
関
月
本
も
同
様
の
場
所
に
東
林
寺
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
画
典
通
考
』
の
虎
渓
の
部
分
は
他
作
品
の

配
置
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
蕭
白
は
橘
守
国
の
画
譜
を
参
考
に
し
て
絵
画
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
先
学
で
指
摘
さ
れ
て
お
り）

54
（

、
本
作
も
『
画
典
通

【挿図 20】
池大雅《廬山全景図》

【挿図 21】『海内奇観』東林寺
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考
』
と
モ
チ
ー
フ
が
共
通
し
て
い
る
た
め
参
照
し
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
配
置
は
『
画
典
通
考
』
お
よ
び
他
の
画
譜

類
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
へ
の
想
起
や
連
想
を
促
す
た
め
に
、
本
作
で
は
流
布
し
て
い
た
廬
山
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー

ス
を
再
構
成
し
た
と
推
測
で
き
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　
蕭
白
の
晩
年
期
の
基
準
作
と
さ
れ
る
本
作
は
、
雲
烟
や
霞
、
樹
木
に
よ
っ
て
近
景
と
中
景
・
遠
景
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
近
景

に
は
、
虎
渓
三
笑
と
そ
れ
に
関
連
す
る
東
林
寺
が
描
か
れ
、
無
人
の
四
阿
に
よ
っ
て
三
笑
亭
や
慧
遠
観
瀑
、
李
白
観
瀑
と
い
っ
た

主
題
が
連
想
さ
れ
る
。
中
景
か
ら
遠
景
に
か
け
て
は
、
香
爐
峰
、
五
老
峰
、
双
剣
峰
と
い
っ
た
廬
山
の
名
勝
が
描
き
分
け
ら
れ
て

い
る
。

　
近
景
は
樹
木
に
よ
っ
て
さ
ら
に
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
続
性
は
弱
ま
る
。
ま
た
、
東
林
寺
は
左
側
の
岩

の
皴
法
お
よ
び
一
見
す
る
と
廬
山
の
一
部
の
よ
う
に
も
見
え
る
構
図
に
よ
っ
て
、
虎
渓
三
笑
以
外
の
白
蓮
社
や
十
八
賢
人
な
ど
を

鑑
賞
者
が
連
想
す
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
画
面
右
下
の
皴
法
が
近
景
の
他
の
部
分
と
異
な
る
の
は
、
四
阿
が
虎
渓

三
笑
と
廬
山
観
瀑
が
重
な
り
合
う
特
殊
な
場
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
作
に
は
廬
山
に
つ
い
て
知
識
の
あ
る
鑑
賞
者
が
、
複
数
の
主
題
を
連
想
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
特

異
な
表
現
手
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

　
ま
た
、
同
時
代
の
京
都
・
大
坂
の
知
識
人
た
ち
の
間
で
は
、
廬
山
の
名
勝
を
描
き
わ
け
た
作
品
へ
の
需
要
が
あ
り
、
現
存
作
例

か
ら
共
通
の
図
様
を
も
と
に
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
本
作
は
そ
れ
ら
の
共
通
図
様
を
再
構
成
し
た
可
能
性
が
考
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え
ら
れ
る
。
近
年
で
は
、
蕭
白
前
後
の
絵
師
た
ち
も
注
目
さ
れ
、「
曾
我
蕭
白
」
と
い
う
「
奇
才
」
を
時
代
の
流
れ
の
中
で
と
ら

え
る
試
み
も
行
わ
れ
て
き
た）

55
（

。
本
作
も
同
時
代
性
が
う
か
が
え
る
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
蕭
白
ブ
ラ
ン
ド
の
得

意
と
し
た
「
山
水
兼
人
物
画
」
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
た
複
雑
な
構
成
か
ら
、
晩
年
期
に
お
け
る
高
い
画
技
と
構
成
力
を
示
す
作
品

と
言
え
よ
う
。

図
版
出
典

挿
図
1
〜
6
、
9
　
筆
者
撮
影

挿
図
7
　
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（https://archive.w
ul.w

aseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_01077/chi04_01077_0002/chi04_01077_0002_p0014.jpg

）

挿
図
8
　
千
葉
市
美
術
館
、
三
重
県
立
美
術
館
編
『
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
曾
我
蕭
白
と
京
の
絵
師
た
ち
』
二
〇
一
一
年

挿
図
10
、
11
　
和
歌
山
県
立
博
物
館
編
『
文
人
墨
客
　
き
の
く
に
を
め
ぐ
る
』
二
〇
〇
七
年

挿
図
12
　
岡
山
県
立
美
術
館
編
『
生
き
て
ゐ
る
山
水
　
廬
山
を
の
ぞ
む
古
今
の
ま
な
ざ
し
』
二
〇
一
八
年

挿
図
13
　
王
圻
、
王
思
義
編
『
三
才
圖
會
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）

挿
図
14
、
21
　
楊
爾
曾
編
『
新
鐫
海
内
奇
觀
十
巻
　
中
國
古
代
版
畫
叢
刊
二
編
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）

挿
図
15
　
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11446081

）

挿
図
16
　
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（https://archive.w
ul.w

aseda.ac.jp/kosho/bunko08/bunko08_d0255/bunko08_d0255_0004/bunko08_d0255_0004.pdf

）

挿
図
20
　
京
都
国
立
博
物
館
編
『
池
大
雅
　
天
衣
無
縫
の
旅
の
画
家
』
二
〇
一
八
年
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［
附
記
］

　
本
稿
は
、
第
七
〇
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
（
二
〇
一
七
年
　
於
関
西
学
院
大
学
）
で
行
っ
た
口
頭
発
表
の
内
容
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の

で
す
。
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
学
習
院
大
学
の
島
尾
新
教
授
に
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
作
品
の
調
査
に
つ
き
ま
し
て
は
千
葉
市
美
術
館
の
皆
様

な
ら
び
に
伊
藤
紫
織
氏
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
1
）　
工
房
制
作
に
関
す
る
指
摘
は
い
く
つ
か
の
図
版
解
説
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
と
く
に
山
口
泰
弘
「
曾
我
蕭
白
後
期
の
制
作
状
況
を
め
ぐ

っ
て
」（『
ふ
び
と
』
五
十
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
紫
織
「
曾
我
蕭
白
に
お
け
る
山
水
画
の

画
題
と
そ
の
意
味
─
「
月
夜
山
水
図
屛
風
」（
近
江
神
宮
）
を
中
心
に
」（『
美
術
史
家
大
い
に
笑
う
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
六
年
）
で

は
、「
山
水
を
主
題
と
し
た
作
品
の
贋
作
が
非
常
に
多
い
こ
と
も
、
同
時
代
に
お
い
て
蕭
白
の
山
水
画
が
広
く
愛
好
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

逆
説
的
に
物
語
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
）　
水
墨
山
水
画
を
主
要
作
品
と
し
て
扱
っ
た
論
文
は
、

・
佐
藤
康
宏
「
蕭
白
新
論
」（『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
二
十
七
　
若
冲
・
蕭
白
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
）

・
前
掲
註
1
山
口
氏
論
文

・
佐
藤
康
宏
「
曾
我
蕭
白
筆
　
蘭
亭
曲
水
圖
（
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
所
蔵
本
及
び
Ｎ
家
所
蔵
本
）」（『
國
華
』
一
三
一
二
号
、
二
〇

〇
五
年
）

・
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文

・
松
岡
ま
り
江
「
曾
我
蕭
白
筆
「
月
夜
山
水
図
屛
風
」
再
考
─
西
湖
・
廬
山
の
イ
メ
ー
ジ
─
」（『
美
術
史
研
究
』
五
〇
号
、
二
〇
一
二

年
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
3
）　
基
本
情
報
は
以
下
の
通
り
。
材
質
技
法
は
紙
本
墨
画
、
員
数
は
一
幅
。
縦
一
三
二
・
三
セ
ン
チ
×
横
五
六
・
三
セ
ン
チ
。
画
面
左
上
に

は
「
曽
我
蕭
白
輝
鷹
圖
之
」
の
款
記
が
あ
り
、
そ
の
下
に
「
蛇
足
軒
蕭
白
」（
白
文
方
印
）
と
「
師
龍
」（
白
文
円
印
）
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

本
作
は
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
東
京
美
術
倶
楽
部
で
開
催
さ
れ
た
池
田
家
の
売
立
会
に
出
品
さ
れ
た
。
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（
4
）　
前
掲
註
1
山
口
氏
論
文
。

（
5
）　
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
。

（
6
）　「
山
水
兼
人
物
画
」
と
い
う
語
句
は
二
〇
一
一
年
に
開
催
さ
れ
た
「
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
！
曾
我
蕭
白
と
京
の
絵
師
た
ち
」
展
（
千
葉
市

美
術
館
、
三
重
県
立
美
術
館
）
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
使
用
さ
れ
、
そ
の
後
、
前
掲
註
2
松
岡
氏
論
文
で
も
用
い
ら
れ
た
。

（
7
）　『
曾
我
蕭
白
無
頼
と
い
う
愉
悦
　
円
山
応
挙
が
、
な
ん
ぼ
の
も
ん
ぢ
ゃ
！
』
展
図
録
（
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
）
の
《
山
水

図
》（
久
昌
院
蔵
）
の
作
品
解
説
で
は
本
作
に
つ
い
て
、「
遠
景
ま
で
も
、
ま
る
で
針
金
の
よ
う
な
ポ
キ
ポ
キ
と
し
た
硬
度
の
高
い
筆
墨
で

表
現
さ
れ
て
お
り
、
最
晩
年
の
作
風
を
示
し
て
い
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
で
は
「
直
線
を
駆
使
し
、

墨
の
濃
淡
を
つ
け
て
描
き
こ
む
山
水
の
表
現
は
「
石
橋
図
」
等
に
見
ら
れ
る
蕭
白
晩
年
の
典
型
的
な
様
式
で
あ
り
、
安
永
期
の
制
作
と
推

定
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
8
）　
横
尾
忠
則
、
狩
野
博
幸
『
水
墨
画
の
巨
匠
　
第
八
巻
　
蕭
白
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）、『
江
戸
の
鬼
才
　
曾
我
蕭
白
』
展
図
録

（
千
葉
市
美
術
館
、
三
重
県
立
美
術
館
、
一
九
九
八
年
）、
前
掲
註
1
山
口
氏
論
文
。

（
9
）　
小
林
忠
、
辻
惟
雄
、
山
川
武
『
水
墨
美
術
大
系
　
第
十
四
巻
　
若
冲
・
蕭
白
・
盧
雪
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
）
の
辻
惟
雄
氏
に
よ

る
作
品
解
説
。

（
10
）　
前
掲
註
1
山
口
氏
論
文
。

（
11
）　
南
宋
の
学
者
樓
鑰
『
樓
攻

集
』
第
七
十
七
「
又
跋
東
坡
三
笑
図
賛
」
や
、
元
の
陶
宗
儀
『
輟
耕
録
』
第
三
十
「
三
笑
図
」
で
史
実
で

な
い
と
記
さ
れ
て
お
り
、
那
波
利
貞
「
虎
渓
三
笑
説
攷
」（『
芸
文
』
十
三
巻
五
号
、
京
都
文
学
会
、
一
九
二
二
年
）
で
三
人
の
生
没
年
よ

り
、
史
実
で
な
い
こ
と
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　
朝
倉
尚
「『
虎
渓
三
笑
』
考
」（『
鈴
峯
女
子
短
期
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
集
報
』
十
七
、
一
九
七
〇
年
）。

（
13
）　
前
掲
註
12
朝
倉
氏
論
文
、
救
仁
郷
秀
明
「
日
本
中
世
絵
画
に
お
け
る
陶
淵
明
と
蘇
軾
」（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
三
十
八
号
、
二
〇

〇
二
年
）
を
参
照
。
救
仁
郷
氏
は
、
五
山
文
学
で
陶
淵
明
に
関
す
る
画
題
が
十
八
種
類
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
う
ち
虎
渓
三
笑
図
に

対
す
る
題
画
文
学
が
三
十
六
件
と
突
出
し
て
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）　
樹
下
文
隆
「
作
品
研
究
『
三
笑
』」（『
観
世
』
五
十
四
巻
九
号
、
一
九
八
七
年
）、
原
田
香
織
「
能
『
三
笑
』
の
禅
画
的
趣
向
│
三
教
一

致
思
想
か
ら
大
悟
へ
」（『
文
学
論
藻
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
日
本
文
学
文
化
篇
』
八
十
六
号
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。
作
者
に
つ
い
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て
吉
田
兼
将
が
観
世
長
俊
の
談
話
を
元
に
大
永
四
（
一
五
二
五
）
年
に
編
纂
し
た
作
者
付
『
能
本
作
者
注
文
』
で
は
〈
三
笑
〉
の
別
名
で

あ
る
〈
陶
淵
明
〉
を
作
者
不
分
明
に
入
れ
な
が
ら
も
「
慈
雲
院
作
と
云
」
と
い
う
注
記
が
さ
れ
、
慈
雲
院
す
な
わ
ち
室
町
後
期
の
武
将
で

あ
る
細
川
成
之
（
一
四
三
四
〜
一
五
一
一
）
が
作
者
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
15
）　
表
章
「
能
の
変
貌
│
演
目
の
変
遷
を
通
し
て
│
」（『
中
世
文
学
』
第
三
十
五
号
、
一
九
九
〇
年
）、
前
掲
註
14
原
田
氏
論
文
を
参
照
。

（
16
）　
前
掲
註
12
朝
倉
氏
論
文
。

（
17
）　
啓
孫
筆
《
虎
溪
三
笑
・
山
水
図
》（
栃
木
県
立
博
物
館
蔵
）
は
、
中
幅
に
虎
溪
三
笑
、
左
右
幅
に
山
水
図
が
描
か
れ
て
い
る
が
、『
関
東

水
墨
画
の
二
〇
〇
年
　
中
世
に
み
る
型
と
イ
メ
ー
ジ
の
系
譜
』
展
図
録
（
栃
木
県
立
博
物
館
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
八

年
）
の
解
説
で
は
、
こ
の
山
水
景
の
構
成
や
図
様
は
祥
啓
筆
《
春
景
山
水
図
》（
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）
を
転
用
し
た
も
の
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
、
栃
木
県
立
博
物
館
本
の
山
水
幅
の
下
部
の
図
様
を
左
右
反
転
さ
せ
た
バ
ー
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
作

例
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
栃
木
県
立
博
物
館
本
の
山
水
図
は
虎
溪
三
笑
と
い
う
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
制
作
し
た
と
い
う
よ
り
、
従
来
あ
っ

た
も
の
を
転
用
し
て
三
幅
に
仕
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）　
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
、
前
掲
註
2
松
岡
氏
論
文
。

（
19
）　
前
掲
註
13
救
仁
郷
氏
論
文
で
は
、
註
17
の
啓
孫
本
に
み
ら
れ
る
慧
遠
が
両
掌
を
上
に
向
け
る
図
様
は
中
国
画
作
品
と
共
通
す
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
図
像
の
源
流
が
中
国
画
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
）　
前
掲
註
2
松
岡
氏
論
文
。

（
21
）　
前
掲
註
1
山
口
氏
論
文
、
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
。

（
22
）　
前
掲
註
2
松
岡
氏
論
文
で
は
江
戸
時
代
の
詩
文
か
ら
虎
溪
三
笑
は
廬
山
、
滝
、
蓮
と
よ
く
結
び
つ
い
た
故
事
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
虎
溪
三
笑
の
題
画
詩
に
も
瀑
布
や
香
爐
峰
と
結
び
つ
け
る
も
の
が
多
く
、
前
掲
註
13
救
仁
郷
氏
論
文
中
に
掲
載
さ
れ
た
三
十
六
件
の

三
笑
図
の
賛
の
中
で
六
件
あ
っ
た
。
ま
た
謡
曲
で
は
、
瀑
布
の
謂
れ
に
つ
い
て
シ
テ
と
ツ
レ
が
問
答
を
し
て
お
り
、
李
白
の
「
望
廬
山
瀑

布
」
に
お
け
る
「
日
照
香
炉
生
紫
煙
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　『
文
人
墨
客
　
き
の
く
に
を
め
ぐ
る
』
展
図
録
（
和
歌
山
県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）。
同
書
で
安
永
氏
は
田
辺
市
立
美
術
館
本
は
伝

唐
寅
本
と
の
相
違
が
少
な
く
画
風
的
に
も
全
体
に
硬
い
こ
と
か
ら
、
初
発
性
が
強
く
、
田
辺
市
立
美
術
館
本
の
方
が
先
に
制
作
さ
れ
た
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
個
人
蔵
本
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
小
田
誠
太
郎
「
祇
園
南
海
筆
　
五
老
峰
図
」（『
國
華
』
一
二
九
一
、
二
〇
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〇
三
年
）
で
は
、
個
人
蔵
本
を
南
海
の
六
十
歳
代
半
ば
の
制
作
と
想
定
し
て
い
る
。

（
24
）　
伝
唐
寅
本
に
は
、「
廬
山
瀑
泉
」
と
題
詩
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　
秋
田
達
也
「
蔀
関
月
と
「
盧
山
図
」
と
懐
徳
堂
」（
奥
平
俊
六
編
著
『
懐
徳
堂
ゆ
か
り
の
絵
画
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

で
は
、
制
作
年
代
を
一
七
八
二
年
以
降
と
推
定
し
て
い
る
。

（
26
）　
五
老
峰
で
は
な
く
、
そ
の
手
前
の
山
か
ら
三
疊
泉
と
い
う
瀑
布
が
流
れ
て
い
る
。

（
27
）　
大
庭
脩
『
舶
載
書
目
』（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
七
二
年
）、
楊
亜
麗
「『
三
才
図
会
』
か
ら
『
和
漢
三
才
図
会
』
へ
│
分

類
と
構
成
を
中
心
に
」（『
外
国
語
学
研
究
』
二
〇
号
、
大
東
文
化
大
学
大
学
院
外
国
語
学
研
究
科
、
二
〇
一
九
年
）。

（
28
）　
仲
田
勝
之
助
『
繪
本
の
研
究
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
五
〇
年
）。

（
29
）　
前
掲
註
28
仲
田
氏
論
文
。

（
30
）　
植
木
久
行
「
香
爐
峰
と
廬
山
の
瀑
布
│
二
つ
の
香
爐
峰
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
中
国
詩
文
論
集
』
第
三
集
、
一
九
八
四
年
）
に
よ

る
と
、
香
爐
峰
は
い
く
つ
か
存
在
し
、
特
に
北
と
南
の
香
爐
峰
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
北
は
東
林
寺
や
西
林
寺
の
付
近
に
位
置
し
、

南
は
双
剣
峰
の
そ
ば
に
位
置
す
る
。
白
居
易
の
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
で
詠
ま
れ
た
の
は
北
の
香
爐
峰
で
あ
り
、

李
白
の
「
望
廬
山
瀑
布
」
は
北
香
爐
峰
と
南
香
爐
峰
の
ど
ち
ら
か
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
現
存
資
料
に
よ
る
限
り
北
香
爐
峰
を
指
す
の
が

穏
当
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
瀑
布
を
香
爐
峰
の
瀑
布
と
す
る
な
ら
ば
『
三
才
図
会
』、『
新
鐫
海
内
奇
観
』、『
唐
土
訓
蒙
図
彙
』、『
画

典
通
考
』
は
い
ず
れ
も
東
林
寺
の
横
に
峰
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
南
香
爐
峰
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
）　
こ
の
丸
い
形
態
の
岩
山
は
、『
新
鐫
海
内
奇
観
』
で
は
「
香
爐
峰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　
山
口
泰
弘
「
蕭
白
作
品
と
俳
謔
」（『
三
重
の
美
術
風
土
を
探
る
Ⅱ
　
第
二
部
　
そ
の
後
の
蕭
白
と
周
辺
』（
三
重
県
立
美
術
館
、
一
九

九
二
年
）、
山
口
泰
弘
「
研
究
余
録
　
曾
我
蕭
白
の
遊
歴
│
伊
勢
に
お
け
る
交
流
」（『
國
華
』
一
一
六
一
号
、
一
九
九
二
年
）、
山
口
泰
弘

「
曾
我
蕭
白
『
旧
永
島
家
襖
絵
』
再
考
」（『
三
重
県
立
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
』
五
十
五
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
馬

渕
美
帆
「
曾
我
蕭
白
と
英
一
蝶
」（『
國
華
』
一
四
七
三
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
波
瀬
山
祥
子
「
曾
我
蕭
白
の
鳥
獣
画
と
文

芸
」（『
美
術
史
』
一
八
三
号
、
二
〇
一
七
年
）
の
註
で
蕭
白
の
自
句
を
伴
う
作
品
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
33
）　
前
掲
註
1
山
口
氏
論
文
。

（
34
）　
前
掲
註
14
樹
下
氏
論
文
。
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（
35
）　『
新
鐫
海
内
奇
観
』
で
は
「
東
林
寺
晋
遠
公
所
開
山
也
。
山
門
外
水
為
虎
渓
有
三
笑
亭
。」（
句
点
筆
者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）　
前
掲
註
14
樹
下
氏
論
文
。

（
37
）　
前
掲
註
25
秋
田
氏
論
文
。

（
38
）　
紫
霞
真
人
（
羅
洪
先
）「
遊
白
鹿
洞
歌
」（『
江
西
通
志
』
巻
一
五
一
）

何
年
白
鹿
。
正
傍
五
老
峯
。
五
老
去
天
不
盈
尺
。
俯
窺
人
世
煙
雲
重
。
我
欲
攬
秀
色
。
一
一
青
芙
蓉
。
挙
手
石
扇
開
半
掩
。
緑
鬟
玉
女
如

相
逢
。
風
雷
隠
隠
萬
壑
瀉
。
憑
崖
倚
樹
聞
清
鐘
。
洞
門
之
外
百
丈
松
。
千
株
盡
化
為
蒼
龍
。
駕
蒼
龍
、
騎
白
鹿
。
泉
堪
飲
、
芝
可
服
、
何

人
肯
入
空
山
宿
。
空
山
空
山
即
我
屋
。
一
巻
黄
庭
石
上
讀
。 

（
傍
線
筆
者
）

（
39
）　
湯
賓
尹
「
遊
白
鹿
洞
」（『
睡
庵
稿
　
詩
集
』
巻
六
）

千
古
宮
牆
存
廟
貌
。
一
堂
鐘
鼓
合
軒
縣
。
閑
尋
鹿
跡
偶
遊
此
。
乍
聴
松
風
亦
爽
然
。
同
異
幾
人
開
隻
眼
。
往
来
各
自
辮
双
肩
。
鄱
陽
湖
水

廬
山
月
。
遍
照
東
西
南
北
船
。 

（
傍
線
筆
者
）

王
守
仁
「
白
鹿
洞
獨
對
亭
」（『
陽
明
先
生
集
要
』
文
章
編
巻
四
）

五
老
隔
青
冥
。
尋
常
不
易
見
。
我
来
騎
白
鹿
。
凌
空
陟
飛
巘
。
長
風
巻
浮
雲
。
褰
帷
始
窺
面
。
一
笑
仍
舊
顔
。

我
鬢
先
變
。
我
来
爾
為

主
。
乾
坤
亦
郵
傳
。
海
燈
照
孤
月
。
静
對
有
餘
眷
。
彭
蠡
浮
一
觴
。
賓
主
聊
酬
勸
。
悠
悠
萬
古
心
。
黙
契
可
無
辨
。 

（
傍
線
筆
者
）

（
40
）　
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
。
ま
た
、
松
岡
氏
は
前
掲
註
2
論
文
で
左
右
隻
で
の
表
現
の
対
比
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
41
）　
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
で
は
、
こ
の
亭
を
西
湖
十
景
の
「
曲
院
風
荷
」
と
見
て
い
る
。
前
掲
註
2
松
岡
氏
論
文
で
は
、
こ
の
亭
と
懸
崖
、

寺
院
、
瀑
布
を
含
め
て
「
周
茂
叔
濂
渓
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
42
）　
マ
ニ
ー
・
ヒ
ッ
ク
マ
ン
氏
は
左
隻
の
中
心
の
寺
院
に
つ
い
て
「
阿
育
王
山
と
金
山
寺
の
主
題
に
想
を
得
て
い
る
」
と
指
摘
（
辻
惟
雄
・

河
野
元
昭
・
マ
ニ
ー
・
ヒ
ッ
ク
マ
ン
『
日
本
美
術
絵
画
全
集
二
十
三
　
若
冲
・
蕭
白
』
集
英
社
、
一
九
七
七
年
）。
辻
惟
雄
氏
は
、「
右
隻

は
春
の
西
湖
、
左
隻
に
は
金
山
寺
と
思
し
き
山
上
の
寺
を
中
心
に
滝
と
水
辺
の
秋
の
景
観
を
配
す
る
」（
前
掲
註
8
『
江
戸
の
鬼
才
　
曾

我
蕭
白
』
展
図
録
、
一
九
九
八
年
）
と
述
べ
、
佐
藤
康
宏
氏
は
「
右
隻
に
春
の
西
湖
、
左
隻
に
秋
の
山
寺
（
金
山
か
）
を
描
く
。」（
前
掲

註
2
佐
藤
氏
論
文
）、
伊
藤
氏
は
両
隻
に
西
湖
十
景
、
左
隻
に
は
金
山
寺
図
像
と
の
重
な
り
を
指
摘
（
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
）、
松
岡
氏

は
右
隻
に
西
湖
、
左
隻
に
は
廬
山
が
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
註
2
松
岡
氏
論
文
）。
ま
た
、
山
口
泰
弘
氏
は
「
も
し
か

す
る
と
こ
の
屛
風
は
、
中
国
の
文
人
た
ち
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
の
主
題
を
寄
せ
集
め
た
も
の
、
と
い
っ
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が



35

曾我蕭白筆「虎溪三笑図」の主題と表現に関する一考察（印田由貴子）

あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
註
8
『
江
戸
の
鬼
才
　
曾
我
蕭
白
』
展
図
録
、
一
九
九
八
年
）。

（
43
）　
前
掲
註
1
伊
藤
氏
論
文
。

（
44
）　
辻
惟
雄
「
奇
想
旺
盛
│
曾
我
蕭
白
の
絵
画
」（
前
掲
註
8
『
江
戸
の
鬼
才
　
曾
我
蕭
白
』
展
図
録
）、
前
掲
註
5
『
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
！

蕭
白
と
京
の
画
家
た
ち
』
展
図
録
。

（
45
）　S

usan E
. N

elson, “ C
atching S

ight of S
outh M

ountain:T
ao Y

uanm
ing,M

ount L
u,and Iconographies of E

scape,”  A
rchives of 

A
sian A

rt,L
II,2000

─2001.

、
竹
浪
遠
「
廬
山
と
江
南
山
水
画
　
董
源
・
巨
然
山
水
画
風
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
京
都
市
立
芸
術
大
学

美
術
学
部
研
究
紀
要
』
六
十
二
号
、
二
〇
一
八
年
）
で
は
、
唐
の
裴
孝
源
『
貞
観
公
私
画
史
』（
六
三
九
年
序
）
に
「（
前
略
）
廬
山
図

（
中
略
）、
右
十
七
巻
、
顧
愷
之
画
九
巻
、
隋
朝
官
本
」
の
記
載
が
あ
り
、
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』（
八
四
七
年
序
）
巻
五
、
顧
愷
之
条

に
も
「
顧
画
有
（
中
略
）
廬
山
会
図
（
後
略
）」
に
と
あ
り
、
唐
時
代
に
顧
愷
之
作
と
さ
れ
る
廬
山
関
係
の
作
品
が
伝
来
し
て
い
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）　
前
掲
註
45
竹
浪
氏
論
文
。

（
47
）　
前
掲
註
45
竹
浪
氏
論
文
で
『
画
史
』
に
は
「
宗
室
仲
儀
収
古
廬
山
図
一
半
、
幾
是
六
朝
筆
。
位
置
寺
基
、
与
唐
及
今
不
同
。
石
不
皴
、

林
木
格
髙
、
挽
舟
人
色
舟
製
、
非
近
古
今
、
所
惜
不
全
也
」
と
記
述
が
あ
り
、
寺
の
位
置
が
唐
や
今
と
は
異
な
る
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
絵
地
図
の
類
と
想
像
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
48
）　
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
近
世
大
坂
画
壇
』（
同
朋
社
出
版
、
一
九
八
三
年
）。

（
49
）　
高
松
良
幸
「
蔀
関
月
の
画
業
│
懐
徳
堂
と
そ
の
交
流
を
中
心
に
│
」（『
フ
ィ
ロ
カ
リ
ア
』
十
一
号
、
一
九
九
四
年
）。

（
50
）　
前
掲
註
25
秋
田
氏
論
文
。

（
51
）　
武
田
光
一
「
池
大
雅
に
お
け
る
画
譜
に
よ
る
制
作
」（『
美
術
研
究
』
三
四
八
号
、
一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
52
）　
吉
田
恵
理
「
池
大
雅
筆
「
洞
庭
赤
壁
図
巻
」
の
表
現
と
賞
翫
の
場
」（『
美
術
史
』
一
五
五
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
出
光
佐
千
子
「
池
大

雅
筆
「
西
湖
春
景
・
銭
塘
観
潮
図
屛
風
」
の
主
題
考
察
│
図
様
と
文
学
的
典
拠
を
探
る
│
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
五
九
九
号
、
二
〇
〇
五

年
）。

（
53
）　
他
に
も
大
雅
の
作
品
と
し
て
、
白
隠
門
下
の
逸
話
を
ま
と
め
た
『
荊
棘
叢
談
』（
一
八
四
二
年
刊
）
に
、
遂
翁
元
廬
（
一
七
一
七
〜
一

七
九
〇
）
が
北
宋
時
代
の
禅
僧
・
雪
竇
重
顕
の
詩
を
も
と
に
大
雅
に
廬
山
図
を
制
作
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
。
し
か
し
廬
山
の
名
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勝
を
描
き
分
け
た
作
品
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
54
）　
橘
守
国
の
画
譜
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
9
『
水
墨
美
術
大
系
』、『
日
本
絵
画
全
集
　
第
二
十
三
巻
　
若
冲
／
蕭
白
』（
集

英
社
、
一
九
七
七
年
）、
マ
ニ
ー
・
ヒ
ッ
ク
マ
ン
「
曾
我
蕭
白
と
高
田
敬
輔
」（
前
掲
註
8
『
江
戸
の
鬼
才
　
曽
我
蕭
白
』
展
図
録
）、
前

掲
註
6
『
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
！
蕭
白
と
京
の
画
家
た
ち
』
展
図
録
、
前
掲
註
32
波
瀬
山
氏
論
文
、
前
掲
註
32
馬
渕
氏
論
文
を
参
照
。

（
55
）　
前
掲
註
6
『
蕭
白
シ
ョ
ッ
ク
！
！
蕭
白
と
京
の
画
家
た
ち
』
展
は
蕭
白
前
史
の
絵
師
か
ら
の
流
れ
が
概
観
で
き
る
画
期
的
な
展
覧
会
で

あ
っ
た
。
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O

n Soga Shohaku’ s “ T
he T

hree L
aughers at T

iger R
avine”

IN
D

E
N

, Y
ukiko

　Soga Shohaku m
ade m

any ink paintings in his later years. “ T
he T

hree L
aughers at T

iger R
avine”  is a standard painting 

at the tim
e and it is considered to be a unique exam

ple am
ong the num

erous painting of the tim
e. A

t first glance, this 

painting looks like a landscape, but if you look closely, it is a historical figure.R
esearchers have pointed out that the trick 

is enjoying intellectual play betw
een the shohaku and the view

er. H
ow

ever, there are som
e peculiar w

ays of draw
ing.

　T
he style and m

ethod of draw
ing m

otifs carefully using hard contours that do not m
ake you feel the m

ovem
ent of the 

brush is the sam
e as the ink paintings of the sam

e tim
e. B

ut the rules in the traditional landscape ink-painting are violated. 

C
onventionally, the farther you go, the light the ink. B

ut the farthest m
ountain using darker ink than the one in the 

foreground.T
he m

ountains, w
hich are draw

n to fill the screen, have slightly different draw
ing m

ethods. C
loud sm

oke and 

trees are arranged to separate the screen. T
he screen is divided in this w

ay and it is form
ed so that these overlap. Such a 

thorough screen com
position is not seen in paintings w

ith sim
ilar tricks at the sam

e tim
e. S

uch a com
position is 

considered to be related to the them
e of this painting. T

he draw
ing m

ethod w
as changed, and each part separated by cloud 

sm
oke and trees corresponds to the M

ount X
ianglu and w

aterfall, W
ulaofeng, T

orinji, etc., and each is them
ed. T

his 

painting is not only “ T
he T

hree L
aughers at T

iger R
avine” , but the w

hole of L
ushan including it.A

nd it is thought that 

these draw
ing m

ethods and com
positions w

ere adopted to enable view
ers w

ho are know
ledgeable about this to recall 

m
ultiple them

es. M
ultiple them

es about L
ushan are show

n by skillful screen com
position, including their relationships.

（
平
成
二
十
七
年
度
美
術
史
学
専
攻
　
博
士
前
期
課
程
修
了
）




