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は
じ
め
に
「
余
白
」
と
い
う
こ
と
ば

い
ま
「
余
白
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
け
っ
こ
う
よ
く
出
会
い
ま
す
。
国
会
図
書
館
の
蔵
書
を
検
索
し
て
み
る
と
、
タ
イ
ト
ル
に
こ
の
語

を
含
む
も
の
が
三
四
八
件
。「
余
白
の
詩
学
」「
余
白
の
翼
」「
ふ
た
り
の
余
白
」「
季
節
の
余
白
」「
突
然
の
余
白
」
な
ど
、
様
々
な
「
余
白
」

が
踊
っ
て
お
り
、
日
本
文
化
に
独
特
の
美
的
感
覚
と
さ
れ
る
「
間ま

」
や
「
わ
び
・
さ
び
」
な
ど
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
こ
の
単
語
は
古
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
が
用
例
と
し
て
引
く
の
も
、
有
島
武
郎
『
或
る
女
』

の
「
葉
子
は
怒
り
に
任
せ
て
余
白
を
乱
暴
に
徒
ら
書
き
で
汚
し
て
ゐ
た
」
や
、
志
賀
直
哉
『
暗
夜
行
路
』
の
「
余
白
に
『
こ
ん
な
も
の
を
時
々

書
い
て
ゐ
る
』
と
書
き
、
手
紙
に
同
封
し
た
」［
註
１
］
な
ど
で
、
江
戸
時
代
以
前
の
用
例
は
見
ら
れ
ず
、
中
国
で
は
現
在
も
辞
書
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。

基
本
的
な
意
味
は
「
文
字
な
ど
を
書
い
て
あ
る
紙
面
で
、
何
も
記
さ
れ
な
い
で
白
い
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
部
分
。
空
白
。」（『
日
本
国
語
大

辞
典
』）
で
、
近
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
、
基
本
的
に
文
字
の
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
言
葉
で
し
た
。
そ
の
「
余
っ
た
白
」
が
、「
余
」
の

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
「
余
情
」「
余
韻
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
余
白
の
美
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
も
し
「
余
白
」
で
は
な
く
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
同
義
語
と
さ
れ
る
「
空
白
」
だ
っ
た
ら
―
―
中
国
で
は
「
留
白
」
と
も
い

う
よ
う
で
す
が
―
―
こ
ん
な
典
雅
な
転
用
は
さ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
向
き
が
変
わ
っ
て
仏
教
の
「
空
」
に
近
づ
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

こ
の
よ
う
な
、
日
本
の
近
代
に
生
ま
れ
て
日
本
文
化
を
象
徴
す
る
よ
う
に
な
る
言
葉
に
は
、「
西
洋
化
」「
欧
化
」
し
て
ゆ
く
な
か
で
改
め

て
見
い
だ
さ
れ
た
「
日
本
」（
と
き
に
「
東
洋
」）
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
当
た
り
前
だ
っ
た
こ
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と
が
、「
西
洋
」
と
の
比
較
の
な
か
で
「
日
本
的
」（
あ
る
い
は
「
東
洋
的
」）
な
も
の
と
し
て
再
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

「
余
白
」
も
、
筆
記
用
具
が
筆
か
ら
ペ
ン･

鉛
筆
へ
と
変
化
す
る
な
か
で
、
ま
た
「
水
墨
画
の
余
白
」
は
、
油
画
（
油
絵
）
が
絵
画
の
主
流

と
な
る
な
か
で
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
「
日
本
文
化
に
独
特
の
「
間
」」
や
、「
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
独
特
の
も
の
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
が
日
本
文
化
」
と
い
う
よ
う
な
主
張
に
繋
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
「
余
白
」
は
中
国
の
水
墨
画
に
も
あ
る
わ
け
で
「
日
本
に

独
特
」
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
っ
直
ぐ
に
「
日
本
文
化
論
」
へ
と
突
き
進
む
の
は
危
な
い
の
で
す
。

実
は
「
水
墨
画
」
の
方
も
同
様
で
、「
水
墨
」
は
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
「
著
色
（
着
色
）」「
白
描
」
に
対
す
る
、
技
法
・

画
法
を
指
す
言
葉
で
す
。
こ
れ
に
「
画
」
が
付
い
て
熟
語
化
す
る
の
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
で
は
「
唐
絵
」「
漢
画
」
と

呼
ば
れ
る
中
国
風
絵
画
の
な
か
に
あ
っ
た
の
が
、
絵
画
の
世
界
が
「
洋
画
（
西
洋
画
・
油
画
）」
と
「
日
本
画
」
へ
と
再
編
さ
れ
る
な
か
で
生

ま
れ
、「
東
洋
」
を
象
徴
す
る
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
と
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
［
註
２
］。

と
い
う
わ
け
で
、「
水
墨
画
の
余
白
」
の
特
徴
を
見
る
に
は
、「
油
画
」
と
の
比
較
が
手
っ
取
り
早
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
は

そ
こ
か
ら
確
認
し
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

［
註
１
］『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
。

［
註
２
］
拙
稿
「
水
墨
画
の
現
在
と
未
来
」『
す
ぐ
わ
か
る
水
墨
画
』、
東
京
美
術
、
二
〇
〇
五
年
参
照
。
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第
一
章

水
墨
画
の
存
在
様
式

一
、
素
地
も
絵
の
う
ち

「
油
画
」
で
は
、
ふ
つ
う
支
持
体
の
上
の
全
面
に
顔
料
が
塗
ら
れ
ま
す
。「
余
白
」
は
「
塗
り
残
し
」
で
あ
り
、
基
本
的
に
「
あ
っ
て
は
い

け
な
い
も
の
」
で
し
た
。
こ
こ
に
は
、
画
材
や
技
法
の
問
題
だ
け
で
な
く
、「
絵
画
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
価
値
観
や
制
度
の
問

題
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
何
で
も
あ
り
」に
な
っ
た
現
在
で
は
決
定
的
な
ル
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、そ
れ
で
も
塗
り
残
し
た
カ
ン
ヴ
ァ

ス
の
見
え
る
油
画
は
一
般
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
「
水
墨
画
」
で
は
、
描
か
れ
な
い
部
分
の
あ
る
方
が
ふ
つ
う
で
す
。
そ
の
前
段
階
に
あ
た
る
「
白
描
」
は
、
墨
の
線
で
描

く
絵
画
で
す
か
ら
、素
地
の
部
分
が
多
く
残
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
、「
墨
」

に
よ
る
黒
か
ら
白
ま
で
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
描
き
出
す「
水

墨
」
へ
と
展
開
す
る
の
で
す
が
、
画
面
全
体
を
塗
り
込
め
る
習
慣
は
な
く
、
な
ん
と
い
っ
て

も
「
白
」
を
墨
で
表
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
紙
や
絹
な
ど
素
地
の
色
を
使
う
の
は

必
然
で
、
水
墨
画
は
、
そ
も
そ
も
素
地
を
絵
に
取
り
込
み
、
そ
の
一
部
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
南
宋
時
代
（
十
三
世
紀
）
の
画
僧
・
蘿ら

窓そ
う

が
描
い
た
鷄
［
図
１
］
で
は
、
白

い
羽
に
覆
わ
れ
た
そ
の
体
は
、
素
地
の
絹
そ
の
も
の
で
す
。
塗
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
外
側

で
「
外そ
と

隈ぐ
ま

」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
こ
に
人
々
は
、
素
直
に
「
白
い
鷄
が
描
か
れ
て
い
る
」

��図１ 南宋 蘿窓《竹鷄図》（部分）
   東京国立博物館蔵
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の
を
見
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
「
素
地
の
モ
チ
ー
フ
化
」
と
い
う
べ
き
水
墨
画
の
基
本
的
な
表
現
手
法
で
、
月
や
雪
山
な
ど
外
隈
で
描
か
れ
る

も
の
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。

こ
の
鷄
の
よ
う
に
「
か
た
ち
あ
る
も
の
」
は
と
く
に
「
余
白
」
と
は
呼
ば
れ
ま
せ
ん
が
、
同
じ
「
素
地
の
モ
チ
ー
フ
化
」
で
も
烟
霞
（
霧

や
霞
）
の
よ
う
な
「
か
た
ち
な
き
も
の
」
に
な
る
と
、
な
ん
と
な
く
「
余
白
か
な
？
」
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

素
地
が
残
る
の
が
当
た
り
前
の
水
墨
画
で
「
ど
の
よ
う
な
も
の
を
余
白
と
呼
ぶ
か
」
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
さ
し
て
意
味
の
あ
る
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
も
漠
然
と
使
う
こ
と
に
し
ま
す
。

二
、
絵
は
支
持
体
の
な
か
に
も
あ
る

「
素
地
の
モ
チ
ー
フ
化
」
が
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
水
墨
画
の
存
在
様
式
、
単
純
に
い
え
ば
「
絵
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
に

も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
油
画
で
は
顔
料
は
基
本
的
に
支
持
体
の
上
に
塗
り
重
ね
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
が
、
墨
は
支
持
体
の
表
面
に
付
着
す
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
な
か
へ
も
浸
透
し
ま
す
。「
滲
み
」
と
い
う
と
、
な
ん
と
な
く
横
へ
の
広
が
り
を
思
い
浮
べ
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
奧
へ
も
浸
透

し
て
ゆ
き
ま
す
。

簡
単
に
確
認
し
て
お
け
ば
、
水
を
加
え
て
磨
ら
れ
た
墨
は
、
膠
に
包
ま
れ
た
煤
の
粒
子
が
水
の
な
か
に
浮
遊
す
る
コ
ロ
イ
ド
状
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
筆
に
含
ま
せ
て
紙
に
触
れ
る
と
、
ま
ず
水
が
広
が
っ
て
、
そ
の
後
を
膠
に
包
ま
れ
た
煤
が
追
っ
て
行
き
ま
す
。［
図
２
］
は
、
足
立
正

平
に
よ
る
実
験
例
で
、
現
在
の
宣
紙
（
紅
星
牌
棉
料
単
宣
）
に
刷
毛
で
濃
墨
を
刷
き
、
右
半
分
に
霧
吹
き
で
上
か
ら
水
を
加
え
た
も
の
の
拡
大

写
真
で
す
。
下
の
濃
い
部
分
が
刷
毛
で
塗
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
左
半
分
は
濃
墨
自
体
の
滲
み
で
、
右
で
は
加
え
ら
れ
た
水
に
よ
っ
て
墨
の
動
き
が

変
わ
っ
て
墨
色
の
薄
い
滲
み
も
生
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
境
界
の
上
に
は
―
―
見
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
が
―
―
薄
く
黄
色
い
筋
が
あ
り
ま
す
。
こ



14第一部　水墨画の余白

こ
ま
で
水
が
動
い
て
、
エ
ッ
ジ
に
水
に
溶
け
た
膠
が
溜
ま
っ
て
い
る
の
で
す
［
註
３
］。

墨
は
、
紙
の
繊
維
の
空
隙
に
沿
っ
て
動
き
ま
す
か
ら
、「
滲
み
」
は
紙
の
表
面
と
い
う
よ
り
は
紙
の
「
中
」
の
現
象
で
す
。
こ
れ
は
描
く
感

覚
に
も
関
係
し
て
い
て
、
筆
か
ら
紙
へ
と
墨
を
「
伝
え
て
ゆ
く
」、
ま
た
「
潑
墨
」
で
は
墨
を
「
そ
そ
ぐ
」
と
い
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。
絵

は
支
持
体
の
「
中
」
に
も
あ
っ
て
、そ
れ
が
「
見
え
て
」
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
水
墨
画
の
存
在
様
式
か
ら
し
て
、そ
も
そ
も
「
支
持
体
」

と
か
「
基
底
材
」
と
い
う
言
い
方
は
し
っ
く
り
と
し
ま
せ
ん
。

ま
た
「
墨
」
そ
の
も
の
に
加
え
て
「
紙
」
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
、
漉
目
や
繊
維
の
状
態
も
「
見
え
」
に
反
映
し
て
い
ま
す
。
よ
り
繊
維
の
状

態
が
不
規
則
な
和
画
仙
（
甲
州
画
仙
）［
図
３
］

と
比
較
す
る
と
、
滲
み
の
違
い
が
よ
く
分
か
り

ま
す
。
絹
の
場
合
に
は
、
墨
は
基
本
的
に
絹
目

に
沿
っ
て
動
き
ま
す
か
ら
、
紙
の
よ
う
に
不
規

則
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
よ
う
な
「
素
材
性
」
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
水
墨
画
の
特
徴
で
す
。

そ
し
て
裏
打
ち
の
紙
に
よ
っ
て
、
絵
の
表
情

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
不
正
確
な
言
い
方
で
す
が
、
光
は
墨

に
よ
る
吸
収
と
、
紙
・
絹
そ
し
て
裏
打
ち
の
紙

に
よ
る
反
射
・
散
乱
を
繰
り
返
し
、
私
た
ち
が

��図２ 足立正平「墨の滲み１」（紅星牌）

��図３ 足立正平「墨の滲み２」（甲州画仙）
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見
て
い
る
の
は
そ
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
も
ち
ろ
ん
紙
も
光
を
吸
収
し
、
膠
に
よ
る
反
射
等
も
絵
の
「
見
え
」
に
影
響
し
て
い
ま

す
。「
不
正
確
」
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
で
す
）。
よ
ほ
ど
厚
い
紙
を
使
わ
な
い
限
り
、
絵
は
あ
る
程
度
「
透
け
て
」
い
る
の
で
す
。

三
、
レ
イ
ヤ
ー
の
共
有

こ
の
よ
う
な
水
墨
画
の
存
在
様
式
は
、「
余
白
」
の
あ
り
よ
う
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
蘿
窓
の
鷄
で
は
、「
外
隈
」
の
塗
ら
れ
た

墨
は
絹
の
な
か
に
染
み
込
ん
で
い
て
、
塗
り
残
さ
れ
た
鷄
と
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。「
墨
」
と
「
余
白
」、「
図
」
と
「
地
」
と
は
物
理
的

に
も
同
じ
レ
イ
ヤ
ー
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
素
地
を
表
現
の
な
か
に
自
然
に

取
り
込
み
、「
描
か
れ
た
も
の
」
と
「
余
白
」
と
に
対
等
の
関
係
を
持
た
せ
得
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
油
画
で
の
「
塗
り
残
し
」
が
―
―
ス
テ
イ
ニ
ン
グ
の
よ
う
な
技
法

に
よ
る
も
の
は
別
と
し
て
―
―
顔
料
の
あ
い
だ
か
ら
覗
い
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
ま

す
。沈

和
年
の
「
恍
惚
シ
リ
ー
ズ
」［
図
４
］
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
抽
象
的
な
表
現
で
す
が
、

右
の
方
に
は
濃
墨
の
樹
木
の
か
た
ち
が
あ
っ
て
、
描
か
れ
た
世
界
を
山
水
画
へ
と
連
接
さ

��図４ 沈和年「恍惚シリーズ」
   2008 年

［
註
３
］
墨
・
紙
・
水
に
つ
い
て
は
、
宮
坂
和
雄
『
墨
の
話
』（
木
耳
社
、
一
九
六
五
年
）、
為
近
磨
巨
登
『
墨
と
硯
と
紙
の
話
』（
木
耳
社
、
二
〇
〇
三
年
）、

日
野
楠
雄
「
墨
色
の
変
化
：
紙
と
墨
と
水
と
」『
和
紙
文
化
研
究
』（
一
七
、
二
〇
〇
九
年
）
等
を
参
照
。
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せ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
絵
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、「
墨
」
と
「
紙
」
と
の
関
係
で
、
そ
れ
が
紙
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
を
含
め
て
見
せ
る
繊

細
な
表
情
と
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
が
、
画
面
全
体
に
及
ぼ
さ
れ
て
い
ま
す
。「
描
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
り
も
「
墨
と
素
地
と
の
関
係
を
作
り
出
し

て
い
る
」
と
い
う
方
が
相
応
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
「
余
白
」
は
「
墨
」
と
対
等
に
扱
わ
れ
て
お
り
、「
図
」
と
「
地
」
と
い
う

意
味
で
の
「
素
地
」
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
が
見
え
る
こ
と
を
含
め
て
、
こ
の
「
素
地
」
と
い
う
呼
び
方
も
、「
支
持
体
」

と
同
様
に
し
っ
く
り
し
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
面
倒
で
す
け
れ
ど
、
以
下
「
紙
」「
絹
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

四
、「
墨
」
と
の
「
相
入
」

そ
し
て
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
ど
こ
か
ら
が

余
白
か
？
」
と
問
う
こ
と
に
意
味
は
な
い
で
し
ょ

う
。「
墨
」
と
「
紙
」
と
は
互
い
に
入
り
込
ん
で

い
て
、
そ
の
境
界
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
そ
の

様
相
は
、
紙
や
下
処
理
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
す

が
、
た
と
え
ば
微
視
的
に
は
［
図
５・６
］
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
水
墨
画
の
余
白
」
の
重

要
な
要
素
で
「
墨
と
素
地
と
の
相そ
う
入に
ゅ
う

」
と
呼
ん
で

お
き
ま
し
ょ
う
。「
相
入
」は
、仏
典
の『
華
厳
経
』

に
出
る
言
葉
で
「
相
即
相
入
」
と
熟
し
て
「
一
切

��図６ 楮紙の滲みの一例

��図５ 竹紙の淡墨部分の一例
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の
事
象
が
彼
此
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
融
け
合
っ
て
、
あ
い
和
す
る
関
係
を
保
っ
て
い
る
こ
と
」［
註
４
］）
を
い
い
ま
す
。
こ
の
世
界

の
す
べ
て
の
も
の･

こ
と
は
、
網
の
目
の
よ
う
に
互
い
に
入
り
合
い
、
内
的
に
も
連
関
し
て
い
る
の
で
す
が
、
水
墨
画
は
あ
る
程
度
こ
れ
を
可

視
化
で
き
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。

横
山
大
観
の
《
生
々
流
転
》（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）
で
は
、
四
十
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
の
な
か
に
、
い
わ
ゆ
る
「
朦も
う
朧ろ
う
体た
い
」
に
よ
る
水
墨

表
現
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
細
雨
の
降
る
水
辺
の
木
立
［
図
７
］
で
は
、
絹
本
に
独
特
の
絹
目
に
沿
っ
て
の

墨
の
動
き
を
使
い
つ
つ
、
輪
郭
が
暈ぼ

か
さ
れ
て
、
土
坡
や
木
々
の
「
墨
」
と
、
細
雨
の
降
る
大
気
の
「
余
白
」
と
が
「
相
入
」
し
、
こ
の
世
界

の
あ
り
よ
う
を
純
化
し
た
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。

山
水
画
に
は
限
り
ま

せ
ん
。《
李
白
吟
行
図
》（
東

京
国
立
博
物
館
）［
図
８
］

は
、
軽
や
か
に
歩
を
進
め

る
唐
代
の
大
詩
人
を
、
南

宋
の
画
院
画
家･

梁り
ょ
う

楷か
い

が
「
減
筆
体
」
と
呼
ば
れ

る
、
筆
数
を
抑
え
た
画
体

��図７ �横山大観《生々流転》（部分）
 １９２３年

   東京国立近代美術館蔵
   Ｐhoto�:�ＭＯＭＡＴ�/�ＤNＰaｒtcoⅿ

��図８ 梁楷《李白吟行図》（部分）
   東京国立博物館蔵

［
註
４
］『
仏
教
語
大
辞
典
』、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
。
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で
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
画
体
で
は
、
当
然
「
余
白
」
は
広
く
な
り
、
そ
れ
が
「
筆
」
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
筆
線
と
余
白

と
の
関
係
は
、
第
二
部
・
第
三
部
で
論
じ
ら
れ
る
は
ず
な
の
で
、
深
入
り
は
避
け
ま
し
ょ
う
。
見
て
お
き
た
い
の
は
、
李
白
の
お
腹
の
「
片
暈

し
」
の
線
で
す
。
内
側
か
ら
外
側
へ
と
墨
を
薄
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
白
の
体
は
そ
の
前
の
余
白
と
「
相
入
」
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
李

白
の
歩
み
を
軽
や
か
に
見
せ
、
ま
た
大
詩
人
の
体
に
満
ち
る
「
気
」
が
、
周
囲
の
大
気
と
通
じ
あ
う
よ
う
な
感
覚
を
生
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

芸
は
細
く
、
お
腹
の
あ
た
り
を
少
し
出
っ
張
ら
せ
て
、
李
白
の
前
へ
の
動
き
を
ほ
ん
の
少
し
強
調
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
き
っ
ち
り
と
滲
み
止
め
を
し
て
、
墨
と
紙
と
の
境
界
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
微
視
的
に
は
同
様
の
こ
と

が
起
き
て
い
ま
す
か
ら
、厳
密
に
い
え
ば
「
ど
こ
か
ら
が
余
白
か
」
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
「
相
入
」
の
あ
り
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
、「
墨
」
と
「
紙
」
の
関
係
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
意
味
的
な
連
関
を
含
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

さ
ら
に
「
余
白
」
の
領
域
は
、
絵
に
当
て
る
光
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
淡
墨
の
塗
ら
れ
た
面
に
光
を
当
て
る
と
、
光
は

墨
を
透
過
し
て
裏
打
ち
の
紙
に
達
し
、
そ
こ
で
反
射
し
て
ま
た
淡
墨
を
通
っ
て
返
っ
て
き
ま
す
。
光
が
一
定
以
上
に
強
い
と
、
裏
打
ち
の
紙
か

ら
の
反
射
が
勝
っ
て
、
淡
墨
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
淡
墨
が
余
白
へ
と
消
え
入
る
よ
う
に
「
相
入
」
し
て
い
る
場
合
に
は
、
境

界
付
近
の
淡
墨
が
見
え
な
く
な
っ
て
、微
妙
な
ト
ー
ン
が
失
わ
れ
る
と
同
時
に
、余
白
の
大
き
さ
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。「
余

白
」
は
相
対
的
に
、
曖
昧
に
も
明
確
に
も
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
水
墨
画
で
は
、「
墨
」
と
「
余
白
」
と
の
関
係
を
さ
ま
ざ
ま
に
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
利
用
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。「
余
白
」
は
た
だ
「
余
白
」
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
水
墨
画
の
表
現
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
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第
二
章
「
余
白
」
の
さ
ま
ざ
ま

「
水
墨
画
の
余
白
」
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
こ
と
を
見
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
表
現
の
目
指
す
方
向
と

絡
み
合
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
「
余
白
」
を
生
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
な
か
か
ら
、
典
型
的
な
も

の
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
余
白
の
分
類
」
で
は
な
く
属
性
あ
る
い
は
パ
ラ
メ
ー

タ
の
よ
う
な
も
の
で
、
複
数
の
も
の
が
関
連
し
ま
た
重
な
り
合
っ
て
「
余
白
」
自
体
が
多
義
性・重
層
性・

輻
輳
性
を
も
つ
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

一
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
余
白
・
想
像
力
と
し
て
の
余
白

ま
ず
先
ほ
ど
に
見
た
「
素
地
の
モ
チ
ー
フ
化
」
に
よ
る
「
何
か
に
な
る
余
白
」
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

外
隈
で
表
さ
れ
た
鷄
や
雪
山
な
ど
は
、「
か
た
ち
あ
る
」
素
地
で
あ
り
「
白
」
と
い
う
色
を
表
す
も
の
で
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は「
何
か
に
な
る
の
か
？
」「
区
切
ら
れ
て
い
る
の
か
？
」「
白
い
の
か
？
」と
い
う「
余

白
」
を
見
る
三
つ
の
形
式
的
な
要
素
が
で
て
き
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
二
つ
目
は
、「
余
っ
た
白
」「
余
韻
あ
る
白
」

と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
た
め
、
そ
も
そ
も
「
余
白
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

牧も
っ

谿け
い

の
《
漁
村
夕
照
図
》［
図
９
］
の
右
の
方
の
「
余
白
」
は
、
そ
の
領
域
を
淡
墨
そ
し
て
画
面
の
境

��図９ 南宋 牧谿《漁村夕照図》
   根津美術館蔵
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界
で
区
切
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
淡
墨
と
「
相
入
」
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
領
域
は
明
確
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
何
を
表
し

て
い
る
か
」
は
、
上
の
方
で
は
左
方
の
暮
れ
な
ず
む
暗
い
空
に
対
し
て
、
ま
だ
陽
の
残
る
空
、
そ
し
て
夕
靄
の
か
か
る
村
に
射
す
夕
陽
の
光
の

筋
と
、
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
現
実
の
視
覚
と
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
玉
澗
の
《
山
市
晴
嵐
図
》［
図
10
］
に
な
る
と
、「
素
地
の
な
か
に
墨
が
あ
る
」
と
い
う
雰

囲
気
に
な
っ
て
き
ま
す
。こ
の
種
の
絵
を
見
慣
れ
て
い
れ
ば
、「
墨
」の
示
唆
す
る
山
水
の
景
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
は
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
記
号
の
よ
う
な
人
と
と
も
に
烟
霞
の
満
ち
る
な
か
を
右
へ
と

登
り
、
陽
炎
の
よ
う
に
も
う
も
う
と
立
ち
上
る
山
気
を
感
じ
な
が
ら
空
を
見
上
げ
、
さ
ら
に
左
へ
反

転
し
て
山
の
な
か
へ
…
…
と
い
う
よ
う
な
。
し
か
し
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い

く
ら
見
て
も
周
囲
の
余
白
は
「
白
い
紙
」
で
あ
り
「
無
限
定
な
空
間
」
で
す
。
見
る
側
か
ら
す
れ
ば
、

そ
こ
は
「
想
像
力
の
空
間
」
で
あ
り
、
描
く
側
か
ら
す
れ
ば
「
墨
」
に
よ
っ
て
、
い
か
に
そ
れ
を
刺

激
す
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
わ
け
で
す
。

あ
ら
た
め
て
沈
和
年
の
「
恍
惚
シ
リ
ー
ズ
」
で
確
認
し
て
お
く
と
、
樹
木
の
存
在
に
よ
っ
て
「
余

白
」
は
烟
霞
へ
の
連
想
を
生
み
、
光
と
大
気
の
感
覚
を
表
し
つ
つ
、「
墨
」
と
「
相
入
」
す
る
抽
象

的
な
色
面
で
も
あ
り
ま
す
。「
余
白
」
は
、こ
の
よ
う
な
「
具
象
性
」
と
「
抽
象
性
」
ま
た
「
素
材
性
」

と
「
表
象
性
」
―
―
あ
ま
り
良
い
言
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
―
―
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
き
つ
つ
重

層
的
な
性
格
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

��図 10 �南宋 玉澗《山市晴嵐図》（部分）
出光美術館蔵
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二
、
間
と
し
て
の
余
白
・
無
限
定
な
余
白

一
方
で
「
な
に
に
も
な
ら
な
い
」
余
白
も
あ
り
ま
す
。
日
本
文
化
と
の
関
係
で
強
調
さ
れ
る
「
間
」

と
し
て
の
余
白
が
典
型
で
し
ょ
う
か
。
辞
書
的
な
意
味
は
「
物
と
物
、
ま
た
は
事
と
事
の
あ
い
だ
」

（『
広
辞
苑
』
第
６
版
）
で
、
空
間
に
つ
い
て
も
時
間
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
、
剣
持
武
彦
は
、
生
活

空
間
か
ら
落
語
に
詩
歌
そ
し
て
芝
居
や
茶
室
な
ど
、
日
本
文
化
の
な
か
に
見
ら
れ
る
多
様
か
つ
独
特

の
「
間
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
［
註
５
］。

絵
画
の
場
合
に
は
、
表
面
的
に
は
モ
チ
ー
フ
と
モ
チ
ー
フ
の
あ
い
だ
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
こ
に
な
に
も
描
か
ず
に
「
余
白
で
間
を
取
る
」
の
が
日
本
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
う
わ
け

で
す
。
狩
野
探
幽
に
よ
る
名
古
屋
城
上
洛
殿
三
之
間
の
襖
絵
は
そ
の
好
例
で
、
モ
チ
ー
フ
の
配
置
と

そ
れ
ら
の
間
の
距
離
感
が
絶
妙
で
す
。
た
と
え
ば
《
雪
中
梅
竹
遊
禽
図
襖
》［
図
11
］
の
山
鵲
（
尾

長
鳥
）
は
、
左
の
襖
二
面
の
右
上
か
ら
左
下
へ
の
対
角
線
と
、
左
の
襖
の
左
上
か
ら
右
下
へ
の
対
角

線
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
に
向
か
っ
て
右
側
か
ら
出
る
梅
の
木
の
枝
が「
こ

こ
し
か
な
い
」
と
い
う
位
置
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
余
白
は
、
そ
れ
自
体
で
意
味
を
生
じ

る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
白
い
色
面
で
も
な
く
、
抽
象
的
か
つ
面
的
な
距
離
と
し
て
、
モ
チ
ー
フ
同
士

��図 11 �江戸時代 狩野探幽《雪中梅竹遊禽図襖》（名古屋城上洛殿三之間）
提供 名古屋城総合事務所

［
註
５
］
剣
持
武
彦
『「
間
」
の
日
本
文
化
』、
講
談
社
新
書
、
一
九
八
八
年
。
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の
呼
応
関
係
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
余
白
」
で
は
、
水
墨
画
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
顔
料
と
支
持
体
が
同
一
の
レ
イ
ヤ
ー
に
あ
る
こ
と
は
、
特
段
の
条
件
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
総
金
地
に
著
色
の
モ
チ
ー
フ
を
配
置
し
て
も
―
―
感
覚
は
異
な
り
ま
す
が
―
―
「
間
」
と
い
う
点
で
は
似
た
も
の

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
こ
の
襖
に
も
金
泥
が
刷
か
れ
て
い
ま
す
が
「
間
」
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

「
間
」
に
は
水
平
方
向
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
「
奧
へ
の
余
白
」
も
あ
り
ま
す
。「
間
」
と
の
関
係
で
見
て
お
き
た

い
の
は
、
余
白
を
「
白
い
面
」
で
は
な
く
、
奧
へ
と
抜
け
て
ゆ
く
無
限
定
な
空
間
と
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
す
。
白
い
紙
の
な
か
に
「
墨
」
が
あ

る
。
い
っ
て
み
れ
ば
「
平
面
構
成
」
と
、
無
限
定
な
空
間
の
な
か
に
「
墨
」
が
存
在
し
て
い
る
の
と
で
は
、
絵
画
空
間
が
大
き
く
違
っ
て
き
ま

す
。
端
的
に
見
ら
れ
る
の
は
「
水
墨
の
抽
象
画
」
で
、
図
版
で
感
じ
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
足
立
正
平
の
《
お
と
づ
れ
》［
図

12
］
で
は
、「
宿
墨
」
の
枯
れ
た
質
感
、「
水
」
を
使
っ
た
墨
の
動
き
な
ど
に
よ
っ
て
、「
墨
」
と
「
紙
」
に
よ
る
独
特
の
空
間
が
生
ま
れ
て
い

ま
す
。
比
喩
的
に
「
余
白
が
白
じ
ゃ
な
く
な
っ
た
ね
」
な
ど
と
い
っ
た
り
す
る
の
で
す

が
、
こ
の
感
覚
は
、
そ
も
そ
も
余
白
が
抽
象
的
な
空
間
と
な
る
「
書
」
を
見
る
の
が
分

か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
「
紙
」（
あ
る
い
は
「
絹
」）
と
い
う
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
露
わ
に
な
っ

て
い
る
部
分
が
、
同
時
に
無
限
定
の
空
間
と
い
う
抽
象
性
を
表
象
し
得
る
こ
と
、
こ
の

極
端
な
振
幅
あ
る
い
は
両
義
性
も
、
水
墨
画
の
余
白
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
し
か
も
そ

れ
ら
の
性
格
が
、
た
と
え
ば
烟
霞
に
満
ち
た
空
間
で
あ
る
水
墨
山
水
の
「
余
白
」
に
重

な
り
合
え
ば
、
表
現
は
よ
り
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

��図 12 �足立正平《おとづれ》2020年
作家蔵
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三
、「
惜
墨
」

も
う
ひ
と
つ
、
余
白
に
関
係
す
る
表
現
の
方
向
に
「
惜
墨
（
墨
を
惜
し
む
）」
が
あ
り
ま
す
。
先
に
見
た
「
減
筆
体
」
の
梁
楷
は
「
墨
を
惜

し
む
こ
と
金
の
ご
と
し
」
と
評
さ
れ
ま
し
た
［
註
６
］。
筆
数
を
減
ら
し
、
墨
の
使
用
を
抑
え
れ
ば
、
当
然
「
余
白
」
は
増
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

梁
楷
の
場
合
に
は
「
筆
を
惜
し
む
」
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
、「
筆
」
＝
墨
線
と
「
余
白
」
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

や
は
り
「
墨
を
惜
し
む
こ
と
金
の
ご
と
し
」
と
評
さ
れ
た
人
に
、
北
宋
を
代
表
す
る
山
水
画
家
の
李
成
が
い
ま
す
。
元
四
大
家
の
一
人
・

黄
公
望
は
こ
の
「
惜
墨
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
淡
墨
を
重
ね
て
描
き
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
焦
墨
・
濃
墨
で
遠
近
を
描
き
分
け
て
ゆ
く
こ

と
だ
と
解
説
し
て
い
ま
す
［
註
７
］。「
ど
こ
で
描
く
こ
と
を

止
め
る
か
」
は
、
絵
画
制
作
に
共
通
の
問
題
で
、「
不
必
要

な
墨
は
使
う
な
」
と
い
う
教
訓
は
、
直
接
「
余
白
」
に
繋
が

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
描
き
込
み
す
ぎ
な
い
」
と

い
う
こ
と
、「
肝
心
な
と
こ
ろ
に
だ
け
濃
墨
を
入
れ
る
」
と

い
う
点
で
、
通
じ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

［
註
６
］
敬
叟
居
簡
『
贈
御
前
梁
宮
干
』「
梁
楷
惜
墨
如
惜
金
。
醉
來
亦
復
成
漓
淋
。」。

［
註
７
］
黄
公
望
『
写
山
水
訣
』「
作
畫
用
墨
最
難
。
但
先
用
淡
墨
積
。
至
可
觀
處
。
然
後
用
焦
墨
濃
墨
。
分
出
畦
徑
遠
近
。
故
在
生
紙
上
有
許
多
滋
潤
處
。

李
成
惜
墨
如
金
是
也
。」。

��図 13 �南宋 （伝）無
ぶ
準
しゅん
師
し
範
ばん

《芦葉達磨図》（部分）（《達磨・
政黄牛・郁山主図》三幅対の内）
徳川美術館蔵

 ⓒ徳川美術館イメージアーカイブ／
DNPartcom
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そ
の
な
か
で
「
惜
墨
」
を
極
め
た
の
が
、
南
宋
の
禅
僧･

智ち

融ゆ
う
（
一
一
一
四
～
九
三
）
が
は
じ
め
た
「
罔も
う
両り
ょ
う

画
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

こ
こ
で
の
「
罔
両
」
は
半
影
の
こ
と
。『
荘
子
』「
斉
物
論
」
の
半
影
と
本
影
の
問
答
が
典
拠
で
、
や
は
り
禅
僧
の
敬
叟
居
簡
が
名
付
け
た
も
の

で
す
［
註
８
］。
智
融
が
得
意
だ
っ
た
の
は
牛
の
絵
で
、
と
も
か
く
墨
を
薄
く
し
て
い
っ
て
「
墨
を
惜
し
む
こ
と
命
を
惜
し
む
が
如
し
」
と
評

さ
れ
ま
し
た
。「
金
の
如
し
」
の
上
を
行
く
も
の
で
す
が
、
そ
の
手
法
は
禅
宗
の
人
物
画
に
も
取
り
込
ま
れ
、
た
と
え
ば
《
芦
葉
達
磨
図
》（
徳

川
美
術
館
）［
図
13
］
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
ま
す
。
墨
を
薄
く
し
て
ゆ
け
ば
、
描
か
れ
た
も
の
自
体
が
「
余
白
」
に
近
づ
い
て
ゆ
く
わ
け
で
、

先
ほ
ど
見
た
「
墨
」
と
「
紙
」
と
の
境
界
に
お
け
る
「
相
入
」
で
は
な
く
、「
墨
」
の
存
在
そ
の
も
の
の
「
紙
」
へ
の
相
入
と
も
い
え
、
さ
ら

に
突
き
詰
め
れ
ば
「
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
白
紙
」
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
江
戸
時
代
初
期
の
絵
師･

土
佐
光
起
は
「
白
紙
も
模
様
の
う
ち

な
れ
ば
、
心
に
て
ふ
さ
ぐ
べ
し
」［
註
９
］
と
い
っ
て
い
ま
す
。「
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
自
分
の
心
で
埋
め
な
さ
い
」、
つ
ま
り
純

白
の
紙
に
画
を
え
が
く
の
は
観
る
者
の
「
心
」
＝
想
像
力
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
真
っ
白
な
紙
こ
そ
が
、
無
限
の
可
能
性

を
秘
め
た
最
高
の
絵
画
と
も
い
え
る
わ
け
で
、江
戸
時
代
の
南
画
家・池
大
雅
は
「
唯
紙
上
に
一
物
も
な
き
所
こ
そ
爲
し
難
し
と
な
り
」
と
い
っ

た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
［
註
10
］。
も
っ
と
も
難
し
い
の
は
何
も
描
か
な
い
こ
と
、
と
い
う
の
で
す
。「
余
白
」
は
、
絵
画
の
実
在
と
非
実
在
の
境

界
あ
る
い
は
相
入
す
る
場
と
も
い
え
、
罔
両
画
の
よ
う
に
「
存
在
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
込
め
得
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。


