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こ
の
小
編
は
「
室
町
時
代
の
水
墨
鑑
の
傳
統
と
創
造
』
と
い
う
課
題
の
下
に
、
日
本
の
水
墨
鑑
の
形
成
過
程
を
髄
系
的
に
開
か
に
し
よ

う
と
い
う
意
圓
を
以
っ
て
な
き
れ
つ
つ
あ
る
研
究
の
極
く
わ
つ
か
な
一
節
に
す
ぎ
な
い
。
室
町
時
代
の
初
期
、
印
ち
、
南
北
朝
の
宋
期
頃

か
ら
慮
永
蒋
代
（
十
四
世
紀
宋
期
か
ら
十
五
世
紀
の
三
十
年
今
頃
迄
の
時
代
）
に
か
け
て
活
躍
し
た
転
輪
如
拙
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な

存
在
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
う
問
題
の
究
明
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
り
、
間
門
の
前
後
の
畿
展
や
左
右
の
蘭
蓬
の
問
題
に
は

極
く
養
畜
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
う
し
た
わ
け
で
、
新
し
い
護
者
の
方
々
に
は
ず
い
ぶ
ん
ね
か
り
悪
い
黙
が
多
々
あ
ら
う

こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

本

論

　
　
　
　
　
ね
ん

如
拙
は
「
瓢
鮎
圖
」
（
退
藏
院
藏
）
の
一
黙
を
聞
済
作
ど
し
て
鷹
永
時
代
に
重
き
を
な
す
相
輪
寺
の
蟄
櫓
で
あ
る
。

　
　
塾
町
疇
代
初
期
に
於
け
る
鑑
僻
如
拙
の
存
在
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛

そ
の
出
自
な
ど
に
就



　
　
　
　
　
哲
墨
研
究
　
第
四
頁
五
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

66
5
　
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
論
は
あ
る
が
、
殆
ん
ど
明
か
に
し
よ
う
が
な
い
。
さ
う
し
た
こ
と
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
書
聖
は
次
の
時
代
の
將

　
　
軍
義
教
の
御
用
緻
師
と
し
て
活
躍
し
π
竃
家
（
彫
刻
の
仕
事
に
も
参
加
し
た
）
天
章
黒
鍵
の
師
に
護
る
ば
か
り
で
な
く
、
水
墨
謹
を
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
的
に
大
成
し
た
雪
舟
等
揚
の
師
の
師
に
も
躍
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
如
鍵
田
周
墨
壷
雪
舟
へ
の
水
墨
螢
の
嚢
展
過
程
は
室
町
時
代
水
墨
叢
史

　
　
の
中
軸
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
さ
う
は
云
っ
て
も
、
室
町
時
代
に
於
い
て
水
墨
叢
が
形
成

　
　
さ
れ
て
行
く
過
程
は
如
湿
触
周
覧
野
望
舟
と
い
わ
れ
る
程
一
本
調
子
の
も
の
で
は
な
く
て
、
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
る
聞
題
を
含
ん
で
い
る

　
　
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
さ
て
、
善
導
の
作
晶
と
し
て
は
、
上
述
の
「
瓢
陸
圏
」
の
外
に
、
「
三
教
圃
」
（
自
足
院
）
「
王
命
軍
書
驕
糊
」
（
守
屋
家
）
を
参
考
資
料

　
　
と
し
て
い
る
。

　
　
「
瓢
鮎
圃
」
は
大
岳
周
崇
の
序
詞
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、

　
　
　
　
大
相
公
簿
檎
如
拙
叢
新
様
於
座
右
小
屏
之
閥
、
而
命
江
湖
群
書
各
著
一
語
以
雷
母
法
、
蓋
有
深
濠
突
、

　
　
　
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
・
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
愈
聖
そ
の
便
値
を
｛
旧
く
評
難
き
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
こ
の
殿
が
、
大
相
公
、
邸

　
　
ち
將
軍
騒
騒
か
或
は
次
の
義
持
が
如
拙
に
命
じ
て
、
將
軍
の
爲
め
の
座
右
の
衝
立
に
新
し
い
作
風
の
縄
機
溌
　
　
そ
れ
が
徹
頭
徹
尾
輩
な

　
　
る
席
機
董
と
し
て
考
え
う
る
か
否
か
に
は
い
さ
き
か
問
題
も
残
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
を
描
か
せ
、
そ
の
裏
に
周
崇
以
下
三

　
　
十
一
人
も
の
閥
櫓
が
蟹
詩
を
認
め
、
そ
の
上
、
甚
だ
深
趣
が
あ
る
黒
質
と
し
て
注
目
さ
れ
て
來
た
わ
け
で
あ
る
。
水
墨
蓋
が
將
軍
の
目
に

　
　
適
つ
た
と
云
う
だ
け
で
も
こ
の
時
代
に
は
劃
期
的
な
意
昧
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
緯
は
ど
の
よ
う
な
黙
に
於
て
劃
期
的
な
の
で
あ
ら
う
か
。
ど
の
よ
う
な
意
味
が
新
様
な
の
で
あ
ら
う
か
。
上
に
引
用
し
た
需

葉
の
申
に
は
何
を
も
つ
て
「
新
様
」
と
す
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
紬
の
中
央
近
く
、
水
胞
の
側
に
、
　
一
人
の
賎
し
い
身
な
り
の
男
が
、
瓢
を
爾
手
で
お
さ
え
、
袖
を
二
の
腕
ま
で
た
く
し
上
げ
、
小
さ
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ヱ
づ

　
　
頭
布
を
の
せ
た
首
を
か
し
げ
、
眼
の
前
の
池
の
中
に
大
き
く
く
ね
る
鮪
を
と
り
お
さ
え
よ
う
と
し
て
、
思
案
投
首
の
態
を
描
く
の
で
あ

　
　
る
。
脇
本
氏
は
こ
の
男
の
服
装
は
朝
鮮
風
だ
と
い
う
。
こ
の
男
の
顔
は
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
獅
子
鼻
で
、
籔
を
ほ
っ
ら
せ
、
濃
い
箭
を
ぼ
さ

　
　
ぼ
さ
と
は
や
し
て
い
る
。
そ
れ
が
細
密
壷
と
し
て
細
い
面
相
筆
で
描
か
れ
て
い
る
。
撃
手
も
瓢
の
形
も
細
い
線
で
輪
廓
付
け
ら
れ
て
い
る

　
　
し
、
池
の
申
の
、
鰭
を
鑛
げ
、
大
き
な
ひ
げ
を
は
や
し
て
禮
を
く
ね
ら
せ
て
い
る
鮎
も
、
和
様
に
、
細
心
の
注
意
の
下
に
、
克
明
に
描
き

　
　
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
緬
の
左
に
は
、
手
前
の
土
岐
の
上
に
、
三
四
本
の
若
竹
を
描
き
、
そ
れ
が
背
景
の
霧
か
ら
津
び
上
る
よ
う
に
濃
い
墨
で
描
か
れ
て
い

　
　
る
。
右
に
傾
い
た
一
本
は
、
特
に
、
枝
も
葉
も
強
く
は
ね
上
げ
る
勢
で
轟
く
描
か
れ
て
い
る
。
土
壌
の
峻
は
、
所
々
早
筆
を
交
え
、
土
の

　
　
表
面
の
粗
さ
を
描
く
。
爽
筆
を
使
い
こ
な
す
の
は
、
中
國
尊
勝
の
中
里
の
申
で
は
夏
珪
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
雨
申
山
水
圓
、
細
雪

　
　
堂
藏
参
照
）
そ
の
奥
か
ら
水
が
流
れ
出
て
來
て
、
左
右
か
ら
突
き
出
た
慨
世
の
間
を
曇
れ
な
が
ら
、
池
の
申
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
。
そ
の

　
　
水
の
波
紋
も
糸
の
よ
う
に
細
い
線
に
爽
筆
を
ま
ち
え
て
い
る
。
池
の
入
口
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
小
さ
な
岩
は
形
式
化
さ
れ
な
い
粗
放
な
素

　
　
描
で
あ
ら
わ
し
、
黙
苔
を
加
え
て
あ
る
。
繍
の
左
側
に
は
、
太
董
で
あ
ら
う
か
と
思
わ
れ
る
水
草
が
、
根
か
ら
こ
れ
も
は
ね
上
げ
る
鏡
さ

　
　
で
描
か
れ
て
い
る
。
水
墨
書
…
に
爽
筆
を
使
い
始
め
た
の
は
日
本
で
は
如
拙
か
ら
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
以
上
が
こ
の
絡
の
前
景
で
あ
り
、
又
絡
の
主
題
の
申
心
が
そ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
、
即
ち
中
景
と
遠
景
と
は
、
中
歯
に
深

　
　
い
謂
を
這
わ
せ
、
そ
の
講
か
ら
浮
き
立
つ
よ
う
に
遠
山
を
李
に
描
く
。
こ
の
遽
山
は
右
に
向
っ
て
次
第
に
そ
の
勢
を
高
め
、
形
を
は
っ
き

　
　
り
あ
ら
わ
す
。
そ
こ
に
も
黙
苔
を
加
え
て
遠
山
の
単
板
な
惰
景
に
調
子
を
與
え
て
い
る
。
更
に
膚
側
遠
く
、
は
る
か
な
山
の
輪
廓
を
、
細

　
　
い
線
だ
け
で
麟
版
で
は
見
わ
け
難
い
ほ
ど
、
淡
く
あ
ら
わ
す
。
そ
の
空
間
は
憂
く
は
る
け
い
。

　
　
　
こ
の
糟
の
構
圃
は
、
左
手
前
に
重
く
、
七
号
に
輕
い
墾
角
線
的
な
、
非
相
稻
的
な
構
翻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
國
の
と
り
方
は
、
周

　
　
文
に
よ
っ
て
よ
り
典
型
的
に
完
成
を
見
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
中
麟
南
宋
の
馬
遠
・
夏
蚕
的
な
所
謂
邊
角
之
景
の
篤
製
形
で
あ
ら
う
と
解
き

　
　
れ
る
。
こ
の
邊
角
之
景
、
又
は
残
山
剰
水
に
つ
い
て
は
周
文
の
項
で
詳
し
く
ふ
れ
る
機
會
が
あ
る
。

附　
　
　
　
　
塞
町
時
代
初
期
に
於
け
る
鐵
総
如
拙
の
存
在
意
毅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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水
墨
電
に
於
て
は
筆
法
と
い
う
も
の
が
、
壷
家
そ
の
人
の
個
性
を
理
解
す
る
一
つ
の
手
懸
り
と
な
る
。
如
拙
の
筆
法
を
見
て
い
る
と
、

そ
の
自
然
描
篤
に
は
湿
る
鏡
さ
が
見
と
ら
れ
、
又
強
靱
き
も
あ
っ
て
、
爾
北
朝
の
水
墨
叢
家
達
の
一
つ
の
著
し
い
性
格
で
あ
る
情
熱
的
な

粗
き
が
爾
ほ
幾
分
名
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
物
の
顔
と
瓢
と
鮎
の
描
篤
を
見
る
と
、
き
わ
め
て
丹
念
な
、
細
密

な
技
巧
を
見
出
す
。
そ
れ
は
葬
り
に
克
明
で
あ
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
お
も
わ
れ
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
足
ぶ
み
さ
せ
る
。

こ
わ
ば
っ
て
克
明
に
描
き
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
確
か
に
如
拙
は
こ
こ
で
凡
ゆ
る
細
心
の
技
巧
を
注
ぎ
込
ん
で
細
部
を
暦

念
を
き
わ
め
て
描
き
上
げ
て
い
る
。
「
王
右
軍
書
扇
懸
」
の
四
人
の
人
物
も
細
く
黒
い
釘
頭
鼠
尾
の
描
法
で
描
く
が
、
こ
こ
で
は
如
拙
は

屈
托
な
く
や
や
粗
く
描
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
瓢
鮎
圖
の
溜
男
の
場
合
に
は
一
筆
を
も
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
の
か
、
髪
の
毛
も
髭
も
細
い
細
い
線
を
丹
念
に
並
べ
る
よ
う
に
引
い
て
い
る
。
そ
の
態
度
は
墨
縄
の
細
め
に
か
し
こ
ん
で
癒
え
て
い

る
の
か
と
思
わ
せ
る
。
試
み
に
そ
れ
を
撲
大
鏡
で
見
て
載
き
た
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
蔑
し
い
人
物
は
鋤
く
豫
期
だ
も
し
得
な
い
よ
う
な
異
様
な
顔
立
ち
と
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
糟
を
見
た
だ
け

で
一
叢
こ
の
男
は
何
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
ぶ
か
り
の
心
を
起
さ
せ
る
の
に
充
分
で
あ
る
。
瓢
は
こ
の
男
の
爾
志
が
抑
え
て
い
る
。
握

っ
て
い
る
の
で
も
、
持
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
だ
が
、
瓢
が
お
ち
て
し
ま
う
だ
ら
う
と
判
断
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知
的
な
判
噺

と
い
う
可
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
男
の
姿
は
今
何
ご
と
か
を
し
ょ
う
と
し
て
動
作
を
起
し
て
い
る
瞬
間
を
描
く
の
で
あ
ら
う
。
恐
ら
く
、
そ
．

の
次
の
動
作
を
想
像
す
れ
ば
こ
の
男
は
瓢
で
池
中
の
大
き
な
鮎
を
抑
え
込
ま
う
と
し
て
氣
負
っ
て
い
る
そ
の
隣
聞
を
描
く
の
で
あ
ら
う
。

そ
の
富
め
に
肩
を
い
か
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
ら
う
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
至
る
お
か
し
み
、
い
や
、
そ
れ
以
上
に
、
瓢
で
鮎
を
と
り
抑
え

よ
う
と
す
る
こ
の
男
の
愚
し
さ
を
潮
け
つ
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
く
の
で
あ
る
。

　
或
る
自
然
描
窩
の
申
に
精
緻
な
人
物
描
篤
を
示
す
例
は
中
越
に
も
見
出
さ
れ
る
。
あ
の
有
名
な
総
構
筆
・
「
雪
中
騎
旅
國
」
の
左
下
の
衝

原
申
を
行
く
二
人
の
騎
馬
人
物
の
滞
貨
と
賦
彩
は
こ
れ
ま
た
精
緻
と
丹
念
を
き
わ
め
た
も
の
で
あ
る
。
實
に
細
い
線
を
使
っ
て
し
か
も
騎

族
の
二
人
の
人
物
を
は
っ
き
り
と
命
毛
的
に
描
い
て
い
る
。
一
筆
億
に
篇
賢
的
で
あ
る
。
又
こ
の
檜
の
上
の
山
塞
の
建
物
の
描
窟
に
も
そ
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う
し
た
精
細
な
管
巻
を
見
出
す
。
高
大
な
、
雪
に
つ
つ
ま
れ
た
大
自
然
の
ひ
し
と
静
ま
る
中
に
、
こ
の
二
人
の
人
物
だ
け
が
唯
一
の
動
き

な
の
で
あ
る
。
漁
戸
は
そ
れ
を
雪
中
の
大
自
然
の
中
に
と
け
込
ま
せ
た
一
つ
の
動
き
と
し
て
黙
つ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
如
拙
の
場
合
は
、
豫
め
瓢
で
鮎
を
お
さ
え
る
と
い
う
縄
機
に
因
む
主
題
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
描
く
爲
め
に
描
篤
が
や
や
読
明

豊
に
堕
し
て
い
る
と
し
て
も
血
む
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
糖
は
南
北
朝
の
水
墨
董
の
描
く
も
の
に
通
ず
る
観
る

一
面
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
に
塾
し
て
自
然
描
窩
に
於
て
、
…
構
圃
に
於
て
、
又
主
題
に
於
て
、
或
る
斬
新
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
し
か
も
、
騰
が
男
が
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
滑
稽
で
も
あ
り
、
奇
異
で
も
あ
っ
て
、
全
く
豫
期
だ
も
し
得
な
い
動
作
を
描
か
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
蛇
毒
が
筆
を
起
し
た
ね
ら
い
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
灘
機
讃
の
一
つ
の
性
格
を
示
し
て

い
る
と
も
解
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
人
物
や
瓢
や
鮎
の
描
駕
が
克
明
で
あ
る
の
は
、
こ
の
総
を
見
て
直
ち
に
納
得
の
行
く
よ
う
に
説
明
的
に

描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
云
え
る
。

　
激
っ
て
又
、
そ
、
こ
に
見
出
さ
れ
た
自
然
も
、
瓢
で
鮎
を
と
り
抑
え
る
動
作
が
、
そ
こ
で
演
出
さ
れ
る
に
必
要
な
限
り
に
湿
て
の
自
然
が

撰
ば
れ
た
と
も
云
え
る
で
あ
ら
う
。
い
わ
ば
、
こ
の
絡
の
自
然
景
は
、
そ
こ
で
瓢
で
鰭
を
と
り
抑
え
る
動
作
が
演
出
さ
れ
る
場
と
し
て
見

出
さ
れ
て
い
る
の
だ
恵
㍉
そ
・
で
あ
総
に
響
て
卓
論
的
蕎
昧
を
も
含
め
て
い
る
大
愚
崇
（
～
瞬
二
三
年
、
応
永
三
十
年
残
）
の
髪
9
一
暴

が
か
え
り
み
ら
れ
て
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
「
高
く
雲
を
翔
け
る
も
の
は
囎
級
（
矢
ぐ
る
み
）
を
以
っ
て
之
を
樗
け
、
深
く
水
に
泳
ぐ
も
の
は
、
網
習
を
以
っ
て
、
こ
れ
を
致
す
の

　
　
は
漁
獄
の
常
で
’
6
0
る
。
夫
れ
虚
閥
圓
滑
の
瓢
を
以
っ
て
、
無
妻
多
誕
の
鮎
魚
を
遥
々
た
る
泥
水
の
中
に
捺
住
し
よ
う
と
欲
っ
て
も
、

　
　
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
」

　
と
い
い
、
更
に
周
崇
自
か
ら
左
の
一
詩
を
賦
し
て
い
る
。
郎
ち

　
　
用
活
手
段
瓢
捺
鮎
留

　
　
更
欲
得
妙
重
著
滑
油

　
　
　
塞
町
時
代
初
期
に
於
け
る
濫
俗
如
嫡
の
存
在
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

　
と
あ
っ
て
、
結
局
日
常
に
於
け
る
手
段
の
活
用
工
夫
、
即
ち
、
辮
道
精
進
の
こ
と
を
寓
喩
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
紬
の
輝
機
画
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
以
上
に
、
一
つ
の
戒
め
の
意
味
を
念
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の

だ
ら
う
か
。
師
ち
、
こ
の
糟
が
將
軍
の
座
右
に
飾
ら
れ
る
こ
と
を
薫
掛
と
し
て
描
か
れ
た
限
り
で
、
「
座
右
銘
」
の
よ
う
な
役
を
果
す
も

の
と
考
え
ら
れ
、
心
機
避
的
な
表
現
を
量
り
て
、
爲
政
者
と
し
て
の
大
相
公
の
爲
め
の
二
二
の
意
味
を
持
つ
、
と
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
ら

う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
檜
の
描
か
れ
た
臼
的
と
動
機
と
を
考
え
て
回
る
と
、
こ
の
作
晶
が
繍
叢
の
課
題
そ
の
も
の
を
自
由
に
解
く
こ
と
そ
れ

自
慰
を
目
的
と
せ
ず
、
瓢
鮎
の
故
事
を
多
分
に
寓
意
す
る
意
味
を
も
た
せ
る
爲
め
、
そ
の
描
寓
が
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
説
明
的
に
堕

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
た
い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
灘
機
蚕
で
あ
る
以
上
に
鋤
戒
的
な
意
味
を
含
め
て
、
絃
叢
そ
れ
自
羅
の

問
題
の
解
決
よ
り
は
他
の
目
的
を
も
つ
て
描
か
れ
て
い
る
面
も
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
時
代
に
は
灘
機
を
獲
撫
す
る
目

的
で
、
或
は
同
時
に
、
詩
文
の
登
想
の
主
題
と
し
て
水
墨
叢
を
描
く
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
盛
ん
ど
こ
の
時
代
の
水
墨

叢
が
要
請
さ
れ
る
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
殊
更
に
指
摘
す
る
迄
も
な
く
時
勢
で
あ
っ
た
。
「
瓢
鳶
色
」
だ
け
が
例
外
で
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
赫
々
制
作
の
目
的
は
確
か
に
他
律
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
き
と
め
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
も
不
拘
こ
の
作
話
が
こ
の
室
町
初
期
の
鷹
永
時
代
に
予
て
も
つ
隣
接
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
は
前
に
も
膨
れ
て
來
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
簡
素
で
、
粗
豪
で
あ
る
が
、
歩
く
は
る
ば
る
と
し
た
自
然
を
描
く
こ
と
で
は
全
く
斬
新
で
、
注
棄
す
べ
き
黙
で
あ
る
。
又
描

か
れ
る
封
象
は
若
竹
、
太
葦
、
小
岩
、
水
、
土
管
と
い
う
よ
う
な
簡
素
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
殊
に
、
若
竹
を
描
い
た
左
側
の
部
分

が
最
も
よ
く
如
拙
の
性
格
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
唯
、
こ
こ
で
無
が
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
総
の
左
側
か
ら
逡
水
を
流
し
込
む
や
り
方
は
浮
苔
に
そ
の
先
從
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
傳
馬
遠
筆
「
洞
山
縫
師
渡
水
圃
」
　
（
東
京
幽
立
博
物
館
藏
蕉
田
中
饗
藏
氏
藏
）
に
描
か
れ
た
自
然
に
共
通
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
す
で
に
屡
，
指
摘
き
れ
て
來
た
こ
と
で
あ
る
が
、
重
ね
て
論
い
て
参
考
に
し
よ
う
。



　
　
「
洞
山
六
師
渡
水
圓
」
は
絹
地
に
明
澄
で
淡
い
彩
色
を
加
え
て
描
い
た
こ
と
が
、
如
拙
の
「
瓢
鮎
國
」
の
濃
い
墨
を
基
調
ど
し
て
そ
れ
に

　
　
黄
土
、
岱
赦
、
胡
粉
な
ど
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ど
ろ
く
さ
い
顔
料
を
使
っ
て
い
る
の
と
著
し
い
違
い
と
し
て
艮
立
ち
、
洞
山
が
衣
の
裾

　
　
を
か
ら
げ
て
結
い
水
を
渡
り
つ
つ
、
自
分
の
影
を
水
中
に
見
出
し
て
悟
り
を
開
く
と
い
う
主
題
が
描
か
れ
て
お
り
、
矢
張
り
、
柔
ら
か
な

　
　
草
の
閥
を
左
側
か
ら
遣
水
が
河
に
流
れ
込
み
、
右
側
や
水
着
に
も
水
箪
の
冷
々
と
し
た
の
が
や
わ
ら
か
く
水
々
し
く
生
え
て
お
り
、
遠
く

　
　
に
山
の
影
が
霞
む
と
い
う
黙
で
も
共
通
し
て
い
る
。
如
拙
は
確
か
に
最
も
多
く
こ
の
「
夕
山
麗
師
渡
水
圏
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
に
ち
が
い

　
　
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
恐
山
圓
」
は
罵
蟹
的
な
う
ち
に
柔
昧
と
明
さ
と
を
あ
ら
わ
し
て
特
に
主
演
の
人
物
に
注
意
を
あ
つ
め
て

　
　
い
る
の
に
、
如
拙
は
彼
な
り
に
解
黒
し
な
お
し
て
、
し
か
も
、
粗
豪
な
個
性
を
示
し
つ
つ
、
暖
が
男
の
ひ
ょ
う
た
ん
な
ま
つ
の
演
戯
の
場

　
　
所
に
換
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
窺
實
的
と
云
え
ば
、
こ
の
「
洞
・
山
懐
」
の
方
が
は
る
か
に
技
術
は
上
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
罵

　
　
實
的
な
妓
巧
を
弄
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
室
町
初
期
の
水
墨
叢
家
の
技
術
の
板
に
つ
か
な
い
未
熟
さ
、
作
風
の
未
完
成
を
見
出
す
べ
き
だ

　
　
と
思
う
が
、
如
拙
は
如
拙
な
り
に
換
膏
競
属
し
て
し
ま
っ
て
い
る
黙
に
も
氣
付
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
、
こ
の
時
代
の
水
墨
蟄

　
　
に
於
け
る
田
本
と
中
國
の
授
受
の
在
り
方
の
違
い
が
ま
ざ
ま
ざ
と
兇
え
る
で
あ
ら
う
。
深
く
中
國
に
傾
倒
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
の
に
、

　
　
導
者
の
美
術
の
閥
に
は
ま
た
超
え
る
こ
と
の
出
來
な
い
昇
り
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
駈
り
を
、
次
第
に
克
製
し
て
行
く
の
が

　
　
雲
舟
で
あ
る
ど
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
洞
山
國
」
と
「
瓢
鮎
醐
」
の
自
然
二
身
の
類
縁
性
を
指
摘
し
た
だ
け
で
、
如
拙
の
作

　
　
晶
の
解
開
の
す
べ
て
が
絡
る
わ
け
で
は
な
い
。
爾
者
に
見
出
さ
れ
る
個
性
の
相
異
、
引
い
て
は
民
族
性
の
相
違
を
適
確
に
掘
ん
で
始
め
て

　
　
美
術
史
の
理
解
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
干
瓢
史
家
は
兎
角
、
「
源
流
考
」
と
か
「
系
譜
論
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
鐵
本
の

　
　
中
衛
の
源
流
的
な
脈
絡
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
能
事
絡
る
と
す
る
風
習
が
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
の
彫
刻
の
源
流
を
中

　
　
國
に
求
め
て
形
式
や
形
が
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
出
來
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
日
本
の
美
衛
史
の
解
明
の
欝
的
が
絡
つ
た
と
す
る
考
え
方
が

　
　
今
日
で
も
依
然
強
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
源
流
考
」
の
淺
薄
さ
と
古
臭
さ
が
あ
る
。
さ
う
で
は
な
く
て
、
常
に
中
國
的
な
も
の

　
　
に
新
た
な
刺
戟
を
求
め
源
泉
を
探
っ
て
は
覇
造
に
い
そ
し
ん
で
來
た
臼
本
の
藝
術
家
が
、
中
國
に
深
く
根
ざ
し
な
が
ら
、
如
何
に
濁
自
の

㎝　
　
　
　
　
室
町
時
代
初
期
に
於
け
る
盤
磐
如
鋼
の
存
在
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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美
を
創
造
し
て
來
た
か
を
は
っ
き
り
掴
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
に
三
舎
の
藝
術
よ
り
淺
い
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
又
時
に
、
は

　
　
る
か
に
申
國
の
そ
れ
を
超
え
て
世
界
的
に
ほ
こ
り
か
に
輝
く
藝
衛
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
正
し
い
評
償
を
下
す
こ
と
こ
そ
日
本
美
術

　
　
史
家
の
任
務
で
あ
る
可
き
筈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
美
術
史
を
研
究
す
る
の
は
、
輩
に
中
國
を
學
ん
だ
と
か
、
外
陰
に
影
響
を
與
え
た
と

　
　
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
を
、
形
式
の
上
の
類
似
だ
け
を
、
見
き
わ
め
る
爲
め
で
は
な
い
。
常
に
外
國
と
、
電
話
、
申
麟
と
深
い
關
係

　
　
に
於
て
文
化
交
流
を
行
っ
て
來
は
し
た
も
の
の
、
そ
う
し
た
關
係
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
濁
自
の
も
の
を
生
ん
で
來
た
か
、
を
知
る

　
　
爲
め
に
中
宮
と
の
關
係
を
特
に
重
観
し
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
コ
ン
ト
の
言
葉
に
從
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
汝
自
ら
を
知
る

　
　
爲
め
に
歴
史
を
知
れ
」
で
あ
る
。

　
　
　
話
題
は
横
道
に
そ
れ
た
。
も
と
の
道
に
戻
ら
う
。
如
拙
の
「
瓢
鮎
圃
」
の
遣
り
水
の
描
き
方
が
「
洞
山
々
師
渡
水
圓
」
の
そ
れ
を
學
ぶ

　
　
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
い
つ
れ
詳
し
く
論
ん
ず
る
機
會
が
あ
る
で
あ
ら
う
言
明
添
筆
「
漢
陰
小
築
國
」
や
「
柴
門
新
月
圏
」
（
藤
田
美
術

　
　
館
）
の
逡
り
水
の
扱
ひ
方
に
も
絡
の
左
側
か
ら
池
に
流
れ
込
む
方
式
を
生
か
し
て
い
る
。
す
る
と
こ
の
方
式
は
こ
の
時
代
の
一
つ
の
流
行

　
　
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
中
景
に
窩
を
横
に
潅
わ
す
や
り
方
も
、
「
瓢
鮎
暇
」
と
共
に
「
夕
陰
小
舞
國
」
や
「
蕊
蕉
夜
雨
國
」
に
も
岡
様
に

　
　
晃
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
「
洞
由
輝
師
渡
水
騰
」
　
の
構
圏
法
を
最
も
ビ
ビ
ッ
ド
に
生
か
し
て
い
る
の
は
如
拙
で

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
從
っ
て
、
「
漢
陰
小
虫
下
し
が
嘉
永
十
二
年
の
作
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
瓢
鮎
圓
」
は
案
外
そ
れ

　
　
よ
り
早
い
作
品
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
最
後
に
、
こ
の
衝
立
を
座
右
に
飾
っ
た
大
網
公
と
は
一
食
誰
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
義
瀧
か
義
持
か
と

　
　
い
う
こ
と
は
こ
れ
亡
い
ろ
い
ろ
と
推
灘
さ
れ
て
來
た
が
未
だ
結
論
を
得
て
い
な
い
。
直
接
の
資
料
は
何
一
つ
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
く
爲

　
　
め
に
は
、
こ
の
二
人
の
將
軍
の
内
で
ど
ち
ら
が
一
磁
極
山
桜
難
や
輝
林
文
化
に
積
種
的
に
關
心
を
示
し
た
か
、
と
い
う
土
崩
に
よ
っ
て
解

　
　
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
義
持
は
五
山
の
詩
戯
評
の
文
雅
の
友
縦
に
交
わ
り
、
詩
嚢
を
催
し
て
は
誓
言
の
描
い
た
水
墨
蓋
の
上

　
　
に
、
そ
の
詩
愈
に
列
席
し
た
儒
等
に
蟹
を
加
え
さ
せ
た
こ
と
が
多
い
と
云
わ
れ
、
こ
の
風
習
は
慮
永
時
代
の
一
つ
の
流
行
と
も
な
っ
た
。



そ
の
有
様
は
申
國
の
士
大
夫
階
級
の
風
樹
を
そ
の
ま
ま
に
移
し
植
え
た
も
の
か
、
と
き
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
所
謂
詩
鐙
軸
の
成
立
と
そ

の
流
行
を
義
持
を
中
心
と
し
た
蒔
代
に
捉
ら
え
る
と
い
う
論
す
ら
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
時
代
の
建
議
軸
は
鷹
永
時
代
の
そ
れ
と
し
て
特

に
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

　
避
溢
と
は
文
雅
を
も
つ
て
集
る
一
躍
の
詩
檎
等
の
交
り
を
言
う
の
瞥
あ
り
、
主
と
し
て
墨
譜
寺
、
建
仁
寺
等
を
中
心
に
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
北
山
及
粟
山
の
水
墨
壷
家
は
確
か
に
こ
の
景
慕
の
交
り
を
水
墨
書
翔
造
の
一
つ
の
場
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
五
山
文
學

や
水
墨
蚕
、
就
中
、
詩
業
軸
が
こ
の
詩
巻
の
友
敢
を
場
と
し
て
ど
の
よ
う
に
翻
造
さ
れ
て
煮
る
か
、
は
甚
だ
興
味
あ
る
研
究
課
題
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
友
麓
の
詩
櫓
等
は
、
義
持
が
下
溝
水
八
幡
や
伊
勢
や
丹
後
の
九
早
戸
の
文
殊
、
近
江
の
永
源
寺
に
行
黙
し
た
よ
う
な
場
合
に

も
随
行
し
て
、
各
地
で
肝
属
を
催
し
、
或
は
詩
圏
点
を
綱
署
し
て
混
ん
だ
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
又
義
持
は
、
三
條
坊
門
に
新
点
を
暦
年

し
た
が
、
そ
の
規
模
や
構
想
も
、
輝
院
の
書
院
造
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
初
め
は
衝
立
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
の
「
瓢

・
芸
評
」
が
そ
の
形
式
か
ら
雷
っ
て
詩
董
軸
の
形
式
を
も
ち
、
三
十
一
人
も
の
當
時
の
代
表
的
な
詩
俗
書
に
よ
っ
て
詩
が
賦
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
全
く
詩
公
言
と
し
て
も
堅
巻
で
、
こ
れ
は
友
職
の
要
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
詩
叢
軸
と
し
て
典
型
的
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
義
瀟
の
藝
術
的
な
、
交
化
的
な
図
像
は
金
閣
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
金
閣
が
王
朝
的
な
貴
族
的
な
も
の
と

新
興
の
武
家
的
な
も
の
の
混
肴
融
和
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
又
義
浦
は
天
龍
寺
の
造
螢
に
も
力
を

馨
し
て
い
る
事
實
も
あ
る
が
、
悪
世
と
詩
人
の
友
砒
と
の
深
い
關
係
を
考
え
れ
ば
こ
の
「
瓢
鮎
圃
」
は
特
記
の
藝
術
的
、
文
化
的
な
遺
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
の
性
格
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

573

コ
エ
教
圓
」
（
応
永
十
七
年
頃
か
）
に
は
金
華
阿
徒
攣
膿
墾
の
長
文
の
題
詞
が
あ
る
。
金
華
と
は
播
丹
金
華
山
法
雲
寺
の
金
華
山
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

う
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
南
北
朝
の
雪
村
友
愛
の
開
基
の
寺
で
輩
膿
は
そ
こ
の
出
で
あ
ら
う
と
推
測
き
れ
て
い
る
。
こ
の
摯
縢
の
詞
の
申

　
　
　
蜜
町
時
代
初
期
に
於
け
る
豊
俗
如
拙
の
存
在
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



574

誓
墨
研
究
　
第
四
百
五
牽
四
號

一
〇

に
は
、

　
　
能
蓋
者
其
名
日
拙
、
鷹
図
師
所
命
、
取
大
巧
妙
如
拙
之
義
也
。
緻
三
番
於
同
績
、
以
明
一
致
之
旨
、
（
下
略
）

　
と
あ
り
、
こ
の
「
三
教
麟
」
を
描
い
た
能
蜜
者
は
拙
（
如
拙
）
と
云
う
と
い
い
、
大
巧
如
拙
は
老
荘
思
想
に
基
い
て
嚢
生
し
後
灘
宗
に

よ
っ
て
包
撮
き
れ
て
碧
巖
録
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
他
の
場
所
で
説
い
た
。
「
如
拙
」
の
號
を
如
拙
に
與
え
た
の
は
言
論
繰
下
（
賢
絶

海
中
律
）
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
序
詞
に
よ
っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
き
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
三
教
圏
」
の
贋
値
は
ど
う
か
、
と
い
え
ば
、
こ
の
檎
が
獲
兇
さ
れ
て
國
寳
指
定
の
欝
欝
で
、
筆
縢
の
詞
と
正
宗
龍

統
の
序
詞
だ
け
が
國
喪
に
指
定
さ
れ
、
纏
は
模
駕
で
あ
る
と
い
う
論
定
が
下
さ
れ
、
一
時
は
ジ
ャ
ナ
リ
ズ
ム
迄
騒
ぎ
出
す
と
い
う
溶
着
を

ひ
き
起
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
當
時
の
鋼
定
は
、
蓋
し
正
當
で
、
原
懸
は
何
蒔
の
頃
か
失
わ
れ
て
、
現
在
の
も
の
は
江
戸
初
期
位
ひ
の
寓

し
で
あ
ら
う
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
こ
の
「
三
教
薗
」
は
そ
の
賛
と
共
に
如
拙
研
究
の
参
考
資
料
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
三
数

闘
、
又
は
三
酸
闘
と
い
う
も
の
が
、
繹
、
老
、
孔
の
三
者
の
教
が
結
局
に
於
て
一
致
す
る
と
い
う
考
え
方
を
繍
澄
と
し
て
蓑
現
し
た
も
の

で
、
そ
の
思
想
の
書
生
は
相
當
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
遽
賭
す
る
の
は
今
は
そ
の
蒔
で
は
な
い
。
張
本
で
は
室
町
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

最
も
多
く
制
作
さ
れ
た
叢
題
で
あ
る
。

　
繍
は
大
筆
の
減
筆
態
で
、
「
瓢
鮎
圏
」
と
は
ち
が
っ
て
可
成
り
勢
の
よ
い
端
的
な
描
き
方
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
し
、
南
北
朝

に
最
も
獲
達
し
た
道
羅
謹
、
職
庵
や
可
民
需
の
描
く
悪
筆
態
の
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
う
と
想
陳
さ
れ
る
。
覆
し
だ
と
い
う
根
襟

は
筆
法
に
整
い
が
な
く
、
殊
に
老
子
の
左
葺
に
罵
し
く
つ
れ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
衣
の
一
部
を
な
す
の
か
、
耳
を
意
味
す
る
の
か
、
こ
の

紬
の
作
者
は
そ
の
意
昧
を
よ
く
了
解
し
な
い
で
描
い
て
い
る
黙
で
あ
瑞
。

「
王
事
軍
書
扇
幽
」
（
鷹
永
三
十
無
以
前
）
は
比
較
的
最
近
世
に
紹
介
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
紬
の
主
題
は
唐
の
書
の
亘
匠
王
義
之
　
（
右

丞
、
又
は
三
軍
と
も
云
う
。
書
に
於
け
る
所
調
義
之
流
の
憩
で
日
本
の
奈
良
朝
あ
た
り
の
書
は
主
と
し
て
義
之
を
學
ぶ
と
解
き
れ
て
い
る

が
、
そ
の
書
風
は
わ
っ
か
に
「
聖
教
序
レ
の
拓
影
を
通
し
て
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
）
の
故
事
に
因
む
も
の
で
あ
る
。
惟
省
得
巖
が
長
々
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と
蟹
詞
を
か
き
つ
ら
ね
る
中
に
、
左
の
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
。

　
　
如
拙
善
叢
叢
之
騎
面
、
右
軍
招
揺
弄
筆
、

　
　
扇
姥
撫
然
撚
立
之
態
宛
乎
可
想
見
突

　
右
の
内
「
叢
之
扇
面
」
の
「
之
」
は
右
軍
書
扇
の
故
事
を
指
す
の
で
あ
る
。
更
に
こ
こ
で
も
大
岳
周
崇
が
そ
の
扇
面
に
五
言
の
繕
句
を

認
め
た
が
、
覇
子
形
か
ら
國
扇
形
に
か
え
ら
れ
た
痛
め
今
は
そ
れ
が
綾
の
左
側
に
切
っ
て
貼
ら
れ
て
い
る
。

　
　
世
上
千
金
易
　
山
陰
一
字
難

　
　
風
流
腰
不
謎
　
猫
在
蜜
中
窟

　
周
崇
は
義
之
の
無
欲
を
た
た
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
事
は
偶
袖
と
あ
る
團
欝
欝
の
老
婆
が
義
之
に
團
覇
に
書
を
か
い
て
貰
い
、
そ
れ

が
一
本
綴
金
に
熟
れ
た
の
で
、
再
び
依
頼
に
赴
く
と
義
之
は
ふ
り
む
き
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
書
影
を
乞
う
扇
姥
欝
血
換
立

之
態
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

　
圏
は
野
面
の
右
に
草
々
と
太
い
二
本
の
幹
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
背
後
の
一
本
は
翼
直
ぐ
上
に
伸
び
、
手
前
の
一
本
は
右
へ
傾
い
て
、

二
本
と
も
そ
の
先
は
扇
面
の
縁
で
切
噺
さ
れ
て
い
る
。
圓
の
上
部
を
覆
っ
て
深
く
茂
っ
た
枝
が
低
く
垂
れ
て
、
或
は
右
に
麟
り
、
或
は
地

面
に
点
く
ば
か
り
に
伸
び
、
或
は
空
に
輕
く
浮
か
ぶ
、
柔
い
枝
と
葉
と
が
、
ど
れ
も
、
邸
象
的
、
素
描
的
に
爽
筆
を
交
え
て
草
々
と
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
茂
枝
の
下
、
こ
れ
も
粗
卒
な
爽
筆
を
加
え
て
素
描
さ
れ
た
土
披
の
上
に
、
四
入
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
古
風
な
冠

を
戴
い
て
貴
人
の
装
を
し
た
の
が
右
丞
で
あ
ら
う
。
右
丞
は
繍
の
左
奥
を
向
い
て
陶
事
に
腰
か
け
て
筆
を
と
っ
て
團
扇
に
書
を
認
め
て
い

る
。
右
丞
の
左
右
に
は
侍
童
が
共
に
蓬
髪
し
て
一
人
置
硯
を
捧
げ
、
一
人
は
轟
い
た
手
に
六
扇
を
抱
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
立
っ
て
い
る
。
一

人
の
姥
が
、
こ
れ
も
手
を
鋲
い
て
、
点
炭
が
書
を
か
き
絡
る
の
を
つ
つ
ま
し
く
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
前
に
筆
立
ら
し
い

器
が
地
面
に
お
い
て
あ
り
、
五
六
本
の
團
蕩
が
立
て
て
あ
る
。
あ
の
「
瓢
鮎
圏
」
の
入
物
描
寓
の
よ
う
に
細
密
で
は
な
い
が
、
針
の
よ
う

に
直
線
的
に
謡
い
紳
経
質
の
線
が
そ
こ
ご
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
人
入
の
人
物
の
描
き
方
は
い
つ
れ
も
こ
の
よ
う
な
細
く
謡
い
線
で
描
か
れ

　
　
　
霊
町
時
代
初
期
に
於
け
る
豊
櫓
…
如
拙
の
存
在
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
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哲
學
研
究
　
第
四
百
五
十
照
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

て
い
る
。
こ
れ
を
專
門
的
に
言
い
表
わ
せ
ば
、
鳶
頭
鼠
尾
描
の
一
種
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
可
成
り
粗
略
で
美
し
く
整
え
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
に
氣
を
配
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
爽
筆
を
交
え
て
い
る
黙
は
、
瓢
鮎
躍
と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
茂
枝
を
描
く
や
り
方

も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、
縛
帯
な
ま
で
に
遇
剰
な
描
法
を
見
出
す
。
こ
れ
ら
の
黙
に
如
拙
が
あ
る
。
南
北
朝
の
水
墨
鐙
家
の

描
く
も
の
は
全
膿
的
に
言
っ
て
、
技
の
洗
練
や
形
の
美
し
い
整
い
よ
り
も
、
そ
の
「
拙
」
な
技
を
内
な
る
三
熱
が
支
え
て
い
る
よ
う
な
面

が
多
い
の
で
あ
る
が
、
蒋
に
そ
れ
が
過
剰
と
思
わ
れ
る
卜
し
つ
こ
く
或
は
激
し
い
場
合
が
あ
る
（
可
翁
、
愚
難
な
ど
の
罷
る
作
品
）
。
如
拙

に
も
そ
れ
が
名
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
檜
も
野
拙
の
翼
作
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
兎
角
と
論
ぜ
ら
れ
た
。
わ
っ
か
な
作
品
し
か
淺
ら
な
い
如
拙
を
そ
れ
だ
け
に
漸
定
的

に
論
じ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
甚
だ
輕
卒
で
も
あ
り
、
叉
危
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
「
王
右
軍
書
豊
春
」
を
主
査
の
作
と

漸
麗
し
て
よ
い
と
思
う
。
京
島
が
目
を
か
け
ら
れ
、
愛
顧
を
被
っ
た
ら
し
い
大
岳
周
崇
は
「
謡
扇
質
入
」
と
い
う
道
號
の
署
名
を
添
え
て

五
雷
の
纒
句
を
認
め
て
い
る
の
も
そ
の
傍
謹
と
な
ら
う
。

　
こ
の
王
義
之
の
書
に
因
む
主
題
も
そ
れ
自
殺
文
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
五
由
の
叢
林
に
詩
文
學
が
旺
盛
に
行
わ
れ
た
の
は
麗
櫓
の
文
人

白
質
え
の
傾
倒
を
示
す
。
誌
檎
の
友
砒
の
結
髄
の
事
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
文
人
鑑
論
を
展
開
す
る
鯨
猫
を
も
た
な
い
が
、
江
戸
下

期
に
新
に
南
宗
文
人
叢
が
韓
亡
き
れ
て
、
大
雅
や
蕪
村
が
一
汲
を
起
す
が
、
そ
れ
は
元
末
の
四
大
家
等
に
よ
る
文
人
宣
撫
そ
れ
に
流
を
汲

む
明
清
の
南
鑑
の
接
取
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
所
謂
文
人
避
を
も
つ
と
廣
く
解
塾
す
れ
ば
、
南
北
朝
か
ら
懸
永
時
代
に
か
け
て
は
矢
張
り
、

栂
林
の
中
で
適
当
等
に
よ
る
丈
人
趣
味
が
穆
當
横
浴
し
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
は
未
だ
爾
宗
文
人
出
は
受
け
入

れ
ら
れ
て
お
ら
ず
（
中
國
で
は
既
に
獲
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
む
し
ろ
、
北
宗
的
な
水
墨
鐙
に
よ
る
文
人
叢
が
行
わ
れ
た
と
い
う
可

き
で
、
詩
鑑
軸
は
そ
の
所
産
だ
と
思
う
。
浦
舟
徳
齋
や
玉
腕
梵
芳
の
蘭
圓
の
作
晶
な
ど
は
典
型
的
な
文
人
叢
で
非
職
業
的
弊
専
門
的
で
さ

え
あ
っ
た
。
し
か
し
、
懸
永
時
代
の
野
稗
等
が
果
し
て
士
大
夫
を
氣
取
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
私
に
は
未
だ
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
そ

の
陰
遁
癖
な
ど
は
矢
張
り
さ
う
し
た
も
の
の
一
面
の
現
れ
で
あ
ら
う
か
。



　
王
義
之
の
書
に
因
む
故
事
を
糟
心
的
に
描
く
こ
と
は
當
時
々
當
流
行
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
こ
に
一
’
つ
例
を
學
げ
れ
ば
、
葱
北
京
故
宮

博
物
館
藏
の
傳
染
楷
筆
「
王
右
軍
書
扇
國
」
（
オ
ス
ワ
ル
ト
・
シ
レ
ン
著
「
初
期
支
那
総
三
色
」
両
懸
第
二
巻
、
第
七
十
六
圓
参
照
）
が

あ
る
。
今
日
こ
の
緬
は
最
早
や
梁
楷
の
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
種
の
も
の
が
室
町
蒔
代
に
早
く
も
日
本
へ
わ
た
っ
て
來
て
い
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
如
拙
は
そ
れ
を
學
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
以
上
、
兇
て
來
た
趨
り
、
如
拙
の
作
晶
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
上
に
掲
げ
た
作
品
は
恐
ら
く
如
拙
の
叢
家
と
し
て
の
人
聞
性
の
極
く
一

　
　
端
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
譲
葉
を
格
の
き
わ
め
て
高
い
讃
家
と
言
い
切
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
す
よ
う
な
面
も
あ

　
　
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
如
拙
は
室
町
時
代
水
墨
叢
史
の
中
で
は
矢
張
り
見
逃
す
こ
と
の
出
來
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
そ
次

　
　
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
一
つ
に
は
、
一
つ
の
自
然
を
背
景
と
し
て
そ
の
中
で
人
物
が
、
そ
れ
も
自
然
の
中
に
出
て
あ
る
人
事
と
し
て
、
自
然
と
の
關
係
が
、
例

　
　
え
ば
そ
の
大
き
き
が
、
自
然
と
合
理
的
な
關
係
に
於
て
あ
る
よ
う
な
大
き
さ
に
於
い
て
捉
ら
え
ら
れ
、
自
然
と
融
和
し
て
い
る
こ
と
が
注

　
　
目
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
南
北
朝
に
於
て
も
山
水
岡
は
、
例
え
ば
愚
錨
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
玉
潤
を
學
ぶ
も
の
も
あ
る
が
そ
れ
は
あ
く
ま

　
　
で
、
山
水
叢
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
人
物
は
山
水
讃
の
一
再
累
に
す
ぎ
な
い
。
如
拙
の
描
い
た
自
然
は
、
邊
角
の
景
の
原
理
に
基
き
な

　
　
が
ら
も
、
中
直
臭
く
な
い
。
む
し
ろ
、
日
本
的
と
し
て
親
し
み
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
鮎
に
確
か
に
新
様
を
認
め
う
る
。
南
北
朝

　
　
の
兵
家
が
塞
山
拾
得
や
そ
の
他
の
二
五
叢
を
描
く
時
、
自
然
景
は
殆
ん
ど
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
で
、
孤
立
的
に
か
、
或
は
松
の
幹
一

　
　
本
、
懸
崖
と
岩
坐
と
い
う
よ
う
に
き
わ
め
て
わ
っ
か
に
取
入
れ
て
い
て
自
然
描
窟
そ
の
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
如
拙
の
緬
を
見

　
　
て
、
急
に
そ
の
自
然
が
廣
さ
と
遠
さ
の
中
に
ひ
ろ
が
っ
た
と
い
う
感
で
あ
る
。
こ
の
事
は
重
要
で
あ
る
。
山
水
叢
の
一
進
展
で
あ
る
。

　
　
「
柴
門
新
月
上
し
を
晃
、
「
江
天
翻
意
圓
」
に
接
す
る
蒔
、
水
墨
に
よ
る
山
水
費
の
自
然
描
画
は
一
麿
具
膿
的
な
進
展
を
見
せ
て
い
る
。

77、p

　
　
　
　
　
蜜
町
時
代
初
期
に
於
け
る
盤
僻
如
鍋
の
存
在
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
　
哲
攣
研
究
　
第
四
百
五
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
四

78
5
　
唯
、
如
拙
の
場
合
は
そ
の
作
風
が
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
で
、
そ
の
確
立
へ
強
く
意
圏
を
も
つ
跡
が
歴
然
と
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
も

　
　
の
の
よ
う
で
あ
る
。
結
局
如
拙
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
認
め
に
は
、
よ
り
偉
い
視
野
に
立
っ
て
、
鷹
永
正
軸
の
中
に
於
け
る
彼
の
存
在
意

　
　
義
に
つ
い
て
更
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
爲
め
に
は
稿
を
新
に
し
て
論
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
（
こ
の
項
完
）

　
　
　
註
1
　
如
拙
↓
周
縁
↓
奪
舟
へ
の
師
隻
相
簿
の
關
係
は
竹
居
溜
事
の
申
の
鞍
如
拙
歌
後
、
村
居
小
稿
串
、
題
等
幌
所
願
如
設
牧
牛
闘
養
、
工
夫
良
心
雛
天

　
　
　
　
　
醐
脳
楼
記
、
雲
舟
筆
破
墨
山
水
圓
自
賛
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
2
　
玉
村
竹
二
氏
著
「
五
山
丈
攣
」
滲
照
。

　
　
　
　
3
渡
漫
一
氏
「
東
田
水
墨
盤
の
研
究
」
の
中
「
如
拙
の
項
」
滲
照
。

　
　
　
　
4
　
コ
ニ
教
一
致
」
の
思
想
の
巾
國
に
於
け
る
騰
史
的
な
展
湖
に
闘
…
し
て
は
武
内
義
雄
氏
「
中
國
思
想
史
」
（
岩
波
量
欝
）
を
滲
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
（
追
記
）
周
父
に
閥
し
て
は
「
園
華
」
四
、
五
月
號
に
そ
の
一
鶴
を
掲
載
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
學
丈
學
部
〔
美
衛
実
〕
助
教
授
）



TE［E　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

一rpWHor－vmpt

　　　Tlte　Otttlineげsuch　an　article　as　aPPeai’Sゴノt〃ZOノ卿θthan　one　nuf／Zみ8ノ曜（ゾthis

　　　magaxi，〃θ組09蜘z　t｛）ge彦her　with伽lastカ・5日脚彦げ彦Jie　article．　・

Die　Stellung　von　Josetsu　in　japanischer

　　　　　　　　　Tuschmalerei－Geschichte

von　Shigeyasu　Hasumi

　　Der　Ma茎er－Mδ雄ch　Josetsu（如拙）1ebte　am　Anfa簸g　der　Muro斑翫chi・Zeit

（seine　Al〈me　ca．　1405－1423），　und　hewolmte　S6kokuji，　einen　Zen－Kloster

iL．　Kyoto．　Weder　sein　Herkommerm　noch　sein　Lebenslauf　bleiben　heute

noch　fast　unbekannt．　Seine　Bedeutung　schelnt　besondters　daiin　zu　liegen，

dats　er　der　Maler　einer　sehr　bertihmten　Tuschzeichnung　，，　Hy6neltzu　（LL”ac

轟轟）‘‘war磁d　Shfibttn（周：文）unter　se撫e旦Sch潔em　ztihlen　ko1皿te，

welcher　se三nerseits　der　Le圭ユrer　des　Sesshft（雪舟・）gewesen　war．

　　In　dieser　Abhaii（Yung　ist　das，　was　der　Ve血sser　gber　Josetsu　und

dessen　Leistungen　erhellen　will，　folgendes　：

　　1）　Seine　Zeitgenossen　1）rachten　schon　der　obengenannten　Tuschzeich－

nung　ein　aui｝erordeneliches　lnteresse　entgegen．　Derartige　hatte　rnaii

bisher　im　Wohnzimmer　eines　Slt6gtms　nie　gesehen，　aber　，，Hy6nenzu“　wurde

eigentlich　gezeichnet，　um　das　Wohnzimmer　des　damaligen　Sh6guns－

Yoshi緬tsu（義満），　oder　Yoshirriechi（義持）；wahrsche圭雌ch　der王etztere

－auszuschmticlcen．　Das　Gemalde　geh6rte　dock　zu　der　Art　von　Zenkiga

（iflj［ltwrdw），　d．　h．　einer　Art　der　Tusckzeich！iung，．dle　die　tiefste　Zeii－Stimmung

ausdrUcke】ユ　SO且．

　　2）Auf　dieser　Tuschzeichnung　wurde　von　Ta2galru　Shfisfi（大回周宗）

eine　Herkunftgeschichte　derselben　geschrieben，　und　auch　von　｛ttrei6ig

Dickter－M6nchen　dreii3ig’　Zen－Ver＄en，　die　dleseibe　Tuschzeiclmung　nlcht　nur

ausiegen，　sondern　auch　damit　in　v611igen　Ein｝〈lang　der　Stimmung　stehen．

　　Jede　dieser　beiden　Tatsachen　wa1”　damais　ein　unerhbrtes　Geschehen．
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　　3）Das　Motiv　der　Zeichnung囎d　der　darauf　geschriebe盤㎝Versen

sche血t　uns　zun2chst　Rur　daiTin　zu　bestehen，　datS　sie　mit　einem　armseligen

K：erl　ihre降Spott　treiben　wo王len，　der　die　Dummheit　begeht，　e血en　We正s

im　Teich　mit　einen　Flaschenirtirbis　fangen　zu　versuchen．　Wenn　maR

abex・血s　Tiefe　des，，　H：y6nenzu“eindringt，　w辻d　man　darin　e量nen　h◎hen

S圭nn　ausfinden，　der　d6n　Sh6gun　zur　EinUbung　ill　die　Zen－einsicht　zu

ermahnen　beabsichtigte．

　　4）Wie　es　in　der　genannten　Her㎞㎡t£eschichte墓esc厩ebe且steht，

vereinigte　Josetsu　h玉seinem　ttberlegenen　Geエ｝ie　die　verschie（lenen　Kunst－

st量1e　von　damals．　Wahre磁die　Maler　der　ersten　Peh◎de　deガTuschzeic　1一

丑u亘gin　Japan　nur　dem　Stil　der　Zenmaler　i磁mittelalterlichen　China

ziemli（血naiv，　qbzwar　leide難s（；haftlich，　nachgeahmt　hatten，　brachte　Josetsu

ei鍛en　ganz　eigentttmlichen　Stil　in　Japan　her▽or．　Er　konnte　es　（酸（iurch

vo旦bringen，　daB　er　sich　nich七auf　den　herk6mmHchen　Stil　der　Zenmaler

beschrkinken　1量eB，　sondem　ganz　ne礁den　St圭1　der　Maler　an　der　kaiserl量chen

Akade面e　in　S面e鍛一Sung（爾宋）Dynastie，　z．　B．　Ma　YUan（馬遠）oder

Liang　Kai（梁婚），　in　s三ch　aufnahm．　Insbesondere．　k6nnen　w量r　die　groBe

Bedeutung　von　Josetsu　in　der　janpanischea　K：unstgeschichte　da曲finden，

d段Ber”（lie　T㏄hn｝k　der　d｛agonalen　Symmetrie“des　Ma　Ydan，一so

na玉mte　man（五e　Komposi£ion，　w面n　ma難die　entgegengesetzete　Mom6撹e，

1eichtes　gegen　　schweres，　dunkles　gegen　　helles，　diagona｝一syエnme£r茎sch

ge霧en測⊃er＄tellt－als］臣）rster　in　Japan　versuchte．

　　Nur　zusammengefasst，　die　Tuschzeichntmg　in　J司⊃an　legte　durch　das
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　
Genie　von　Josetsu　ihre　anf5ngliche　Naivit溢t　ab，　obwohl　bei　den　Alteren

出eRoheit　hl　der　Kunst　durch　ihre　Leidenschaft　vergUtet　worden　war．

　　5）Wenn　wir　in　seiBen　anderen　Werken（z．　B．　in，，　O　ugun－shosenzu

（王右軍書動画），“das　dea　auf　einem　Blattf設cher　schreibenden　Sch6Bschreil）er

Wang－Hs呈一Chi（王義之）darstellt）oft　Ubertr呈eben－leidnschaftliche　und

schaffe　ZUge　fi鍛den　kann，　so　sehe烈wir　doch　in　seinem，，　Hy6nenzu，‘‘daB

er　seinen　Gegenstand，　den　gemeinen　Kler玉，　mit　gr6Ster　Sorgfalt　und　pei1｝

葺chster　Vor＄i（血t　el包bohert．　Es　wi姓e　vi（蟻leicht　auf　seiae　Spa船ung　z蟹αck－

zufUhren，　da島er　seine　Leistung　dem　Sh6gu1ユselbst　darbieten　muBte．

Hie血　zeigt　sich　klar　der　Charakter　von　Josetsu　a玉s　ei鍛e搬der　ersten

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’



Sh6gun－eshi，　d．　h．　der　voB　Sh6gun　angestellten　Maler．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（resumiert　von　K6zo　Hayashi　und　Osamu　Sal〈ai）

Das　ldeal　der　EntgrenzuRg　bei　Rilke

von　Anna　Miura

　　Ausgegangen　ist　von　dey　auffallenden　Tatsache，　daB　Rilke　innerhalb

seines　Gesamtwerks　einmal　eine　bedeutendere　Dichtung　a　n　o　n　y　m　ver－

6ffentlichte　（“　Winterliche　Stanzen”　entstanden　1913，　pub1iziert　1917　ohne

Namen　im　lnselalnitanach）．　Die　fo1gende　Untersuchung　legt　den　Gedanken

nahe，　daB　die　Zurttckhakung　des　Namens　in　einem　tieferen　Sinne

gescliehen　sein　k6Bnte．

　　Die　Einstellung　Rilkes　in　seine　Zeit　ergibt，　dass　er　stark　der　Vergangen－

heit　verhaftet　war，　speziell　der　be・”」！onders　in　Deutschland　lange　nach－

wi’窒汲?ｎｄｅｎ　letzten　grossen　Kunstepoche　des　sog．　Landschaftsgartens

（1760－1830）．　Geistesgeschichtlich　steht　（liese　Epoche　in　geradem　Ge－

gensatz　zur　Renaigsance，　wo　Mitte　und　Mittelpunl〈t　der　Welt　der　Mensch

ist，　der　dann　in　der　Landschaft　vage　schwindet．　Dort　ilvi［itte，　Vermen－

schung，　1〈lare　Begrenztmg－liier　Entgrenzung，　Entmenschung，　atrnospha－

rische　Auf16sang．

　　RM〈e　bel〈ennt　：，，　Wenn　mein　Herz　nicht　ganz　Landschaft　ware，．．．．．．”；

ntit　dey　Darstellung　der　“　unsichtbaren　Landschaft　s．einer　Seeie　”　besclu“eibt

er　sich　selbst　usw．　’Zwei　Grunderlebnisse　bestimrr）en　ihn－Russland　und

Paris．　Die　Entgrenzung，　（ilie　lhm　（lie　schwanl〈enden　Umrisse　der　Kindheit

bereits　erahnend　fUhlbar　machten．　die　ihm　die　Weite　russischer　Landschaft
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

vennittelte，　er｝ebt　er　doppe1t　stark　in　Paris　in　der　Enge　des　Zimmers　am

“offenen　Fenster　ntit　der　Nacht．”　Zugleich　aber　wird　ihm　die　Einsicht

von　dey　einzigartigen　Vberlegenheit　des　Herzens　tlber　alle　R2ume　tmd

Fernen．

　　Er　versucht　jetzt，　die　Mitte　zu　leisten，　die　er　anfangs，　noch　unverm6－

gend，　“aussparend”　wie　er　es　nannte，　umging．

　　Diese　Mitee　ist　“Sein　”，　aber：
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