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《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》

―
「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
源
流
、
展
開
、
画
題
を
め
ぐ
っ
て
―

中
　
谷
　
伸
　
生

　

一
般
に
「
蘭
亭
曲
水
図
」
と
呼
ば
れ
る
画
題
は
、
中
国
絵
画
に
お
い
て
は
古
い
時

代
か
ら
描
か
れ
て
き
た
。
絵
画
の
内
容
か
ら
言
う
と
、「
蘭
亭
脩
禊
図
」
が
最
も
ふ
さ

わ
し
い
画
題
名
か
も
し
れ
な
い
が
、
画
題
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
蘭
亭
脩
禊
図
」、「
蘭
亭
曲
水
図
」、「
蘭
亭
図
」、「
曲
水
之
図
」、「
盃
流

之
図
」
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
画
題
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
、「
王
羲
之
観
鵞
鳥
之

図
」
が
誕
生
し
た
。
も
ち
ろ
ん
基
本
的
に
は
、
す
べ
て
の
画
題
は
同
じ
内
容
を
意
味

し
て
い
る
が
、
描
か
れ
た
絵
画
の
図
様
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
多
様
で
、

し
か
も
、
こ
れ
ら
複
数
の
画
題
と
ぴ
っ
た
り
の
絵
画
も
あ
れ
ば
、
い
さ
さ
か
ず
れ
た

絵
画
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
画
題
の
多
様
性
と
、
同
じ
く
多
様
な
絵
画
の

図
様
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
画
題
を
め
ぐ
っ
て
問
題
提
起
を
行

っ
て
み
た
い
。

　
「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
画
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
王
羲
之
が
墨
書
し
た
『
蘭
亭

序
』
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
の
天
才
と
称
賛
さ
れ
た
中
国
の
王
羲
之
（
三

二
一

－

三
七
九
）
が
、
永
和
九
年
（
西
暦
三
五
三
）
三
月
三
日
に
、
現
在
の
浙
江
省

紹
興
市
の
南
に
位
置
す
る
蘭
亭
に
お
い
て
、
四
十
一
人
（
王
羲
之
を
含
め
て
四
十
二

人
）
の
文
士
を
集
め
て
曲
水
流
觴
の
宴
を
開
い
た
。
そ
れ
は
、
三
月
最
初
の
巳
の
日

に
水
辺
で
禊
を
行
う
儀
式
で
あ
っ
た
。
王
羲
之
を
中
心
に
集
ま
っ
た
文
士
た
ち
が
、

川
に
觴
（
盃
）
を
流
し
、
そ
の
觴
が
目
の
前
を
流
れ
過
ぎ
て
い
く
ま
で
に
、
詩
を
詠

む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
罰
と
し
て
酒
を
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
風
流
な

宴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
曲
水
流
觴
の
意
味
で
あ
る
。
や
が
て
、
日
本
や
中
国

に
お
い
て
、
こ
の
宴
は
蘭
亭
会
と
し
て
大
き
な
広
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の

蘭
亭
の
宴
は
、
日
本
に
お
い
て
も
人
気
が
高
く
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
中
国
絵
画
の

「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
影
響
を
受
け
て
、
数
多
く
の
「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
絵
画
が
描
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

王
羲
之
の
経
歴
を
簡
略
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
王
羲
之
は
、
幼
名
を
阿
莵
、
字
を

逸
少
と
い
う
。
生
没
年
は
、
三
〇
三
年
に
生
ま
れ
、
三
六
一
年
に
死
去
し
た
と
い
う

説
が
有
力
で
あ
る
が
、
三
〇
七
年
生
ま
れ
で
三
六
五
年
に
死
去
し
た
説
も
あ
る
。
琅

邪
に
生
ま
れ
、
後
年
に
会
稽
で
暮
ら
し
た
。
後
漢
の
時
代
に
遡
る
有
力
貴
族
で
あ
る

「
琅
邪
の
王
氏
」
一
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。
幼
少
の
時
か
ら
英
才
教
育
を
受
け
た
ら
し

く
、
種
々
の
要
職
を
経
て
右
軍
将
軍
と
な
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、「
王
右
軍
」
と
呼
ば

れ
る
。
五
十
三
歳
頃
に
官
職
を
辞
し
、
以
後
、
自
由
な
人
生
を
送
っ
た
と
伝
え
ら
れ

る
。
青
年
時
代
に
王
羲
之
は
、
能
書
家
の
衛
夫
人
に
就
い
て
書
を
学
ん
で
い
た
が
、

そ
の
頃
か
ら
早
く
も
恐
る
べ
き
才
気
を
発
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
一
族
の
中
で

王
羲
之
の
名
声
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
王
羲
之
を
中
心
と
す
る
集
団
は
、
強
固
か
つ

大
き
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
て
、「
蘭
亭
曲
水
図
」
と
い
う
図
様
の
誕
生
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ

る
と
、
明
代
の
永
楽
十
五
年
（
一
四
一
七
）
に
明
の
王
子
（
後
の
周
憲
王
）
で
あ
る

朱
有
燉
（
一
三
七
六

－

一
四
三
九
）
が
、
北
宋
の
李
公
麟
（
一
〇
四
九

－

一
一
〇
六
）

の
描
い
た
《
流
觴
図
》（
蘭
亭
曲
水
図
）
を
翻
刻
し
た
。
李
公
麟
の
絵
画
と
そ
れ
を
翻

刻
し
た
朱
有
燉
の
作
品
（
大
本
と
小
本
）
は
失
わ
れ
て
、
そ
の
正
確
な
図
様
は
分
か
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ら
な
い
が
、
そ
の
後
に
、
朱
有
燉
の
後
継
者
で
あ
る
益
王
（
一
五
三
六

－

一
六
〇
二
）

が
、
万
暦
二
〇
年
（
一
五
九
二
）
に
朱
有
燉
の
作
品
を
再
翻
刻
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
益
王
が
翻
刻
し
た
も
の
に
も
大
本
と
小
本
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
こ
で
紹

介
す
る
の
は
明
代
の
益
王
が
再
翻
刻
し
た
《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》（
紙

本
墨
拓
、
縦
二
一
・
三
、
横
四
六
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）【
図
1

－

１
、
１

－
2
、

１

－

3
、
１

－

4
、
１

－

5
、
１

－

6
、
１

－

7
、
１

－

8
】
で
あ
る
。
こ
の
墨
拓

は
杉
村
邦
彦
氏
の
所
蔵
品
と
な
っ
て
い
る
。《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》
の

図
様
に
関
し
て
は
、
伝
承
を
信
頼
す
る
と
す
れ
ば
、
李
公
麟
の
絵
画
を
お
お
よ
そ
踏

襲
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
益
王
に
よ
る
墨
拓
は
、
横
五
メ
ー
ト
ル
近
く
の
巻
子
形
式
の
絵
画
で
、
そ
の

画
面
に
は
、
川
岸
に
座
し
て
右
手
に
筆
を
持
ち
、
左
手
で
紙
片
を
か
ざ
す
王
羲
之
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
右
端
に
描
か
れ
た
蘭
亭
（
水
亭
）
の
中

の
人
物
が
王
羲
之
だ
と
断
定
さ
れ
、
定
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
必
ず
し
も
そ
の
人
物
が
王
羲
之
だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る①
。

繰
り
返
し
述
べ
て
お
く
が
、
蘭
亭
に
座
す
人
物
は
、
定
説
通
り
、
王
羲
之
で
あ
る
可

能
性
が
き
わ
め
て
高
く
、
そ
れ
を
疑
う
根
拠
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
あ
え
て
指
摘
し

て
お
く
と
、
こ
の
人
物
が
間
違
い
な
く
王
羲
之
で
あ
る
と
い
う
根
拠
も
な
い
。
王
羲

之
で
あ
る
と
い
う
定
説
に
と
っ
て
、
未
だ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
画

面
に
、『
蘭
亭
序
』
で
は
王
羲
之
を
含
め
て
計
四
十
二
人
し
か
名
前
が
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
画
面
に
は
四
十
三
人
も
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
お
け
る
解
釈
の
論
理
と
し
て
は
、
蘭
亭
に
座
る
王
羲
之
と

思
し
き
人
物
は
、
日
本
の
中
世
の
絵
巻
物
な
ど
に
登
場
す
る
「
異
時
同
図
法
」
と
い

う
描
写
形
式
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
た
め
、
主
人
公
の
王
羲
之
が
一
画
面
に
二
度
登
場

す
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
根
拠
は
何
ら
示

さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
王
羲
之
特
定
の
問
題
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
、
今
な
お
完

全
に
解
決
し
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
付
け
加
え
て
お
く
と
、
蘭

亭
（
水
亭
）
に
王
羲
之
が
座
す
と
い
う
図
様
は
、
清
代
以
降
に
な
っ
て
数
多
く
描
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
、《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
》
な
ど
の
画
巻

か
ら
独
立
し
た
「
王
羲
之
観
鵞
鳥
之
図
」
に
よ
っ
て
蘭
亭
に
座
す
人
物
を
解
釈
す
る

と
い
う
「
偏
見
」
あ
る
い
は
「
思
い
込
み
」
に
捕
ら
わ
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
清
朝
以
後
に
数
多
く
描
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
「
王
羲
之
観
鵞
鳥
之
図
」
で
は
、
蘭
亭
に
座
す
人
物
は
、
王
羲
之
の
特
徴

（
持
物
）
を
示
す
、
角
張
っ
た
被
り
物
を
頭
に
着
け
て
お
り
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
王

羲
之
で
あ
る
。
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
、
蘭
亭
の
王
羲
之
は
、
必
ず
角
張
っ
た
帽
子

の
よ
う
な
被
り
物
を
身
に
着
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
人
物

は
王
羲
之
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》
は
、
春
琴
筆
《
蘭
亭
図
》【
図
2

－

1
、
2

－

2
】
の
図
様
の
源
流
で
あ
る
が
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
益
王
に
よ
る

翻
刻
の
図
様
は
、
基
本
的
な
構
成
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
次
々
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
蘭
亭
（
水
亭
）
を
基
点
に
し
て
橋
で
締
め

く
く
る
と
い
う
構
成
は
、
縦
長
の
絵
画
に
さ
れ
た
春
琴
筆
《
蘭
亭
図
》
な
ど
に
お
い

て
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
蘭
亭
の
宴
の
故
事
を
描
く
と
い
う
最
低
限
の
物

語
の
骨
格
が
残
さ
れ
た
。「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
絵
画
は
、
蘇
州
派
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
江
戸
の
文
人
画
家
た
ち
に
人
気
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
春
琴
筆
《
蘭
亭
図
》
の
画
面
で
は
、
川
を
挟
む
よ
う
に
迫
る
両
側
の
崖
の

形
態
や
、
彼
方
に
遠
望
さ
れ
る
山
岳
風
景
、
そ
し
て
、
手
前
に
生
い
茂
る
樹
木
の
描
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写
な
ど
、
全
体
と
し
て
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
文
人
画
風
山
水
図
の
典
型
と
な
っ
て

い
る
。
文
士
た
ち
は
お
よ
そ
二
十
数
人
描
か
れ
て
お
り
、『
蘭
亭
序
』
が
記
す
四
十
二

人
に
は
及
ば
な
い
。
つ
ま
り
、
春
琴
に
は
『
蘭
亭
序
』
の
テ
ク
ス
ト
を
忠
実
に
絵
画

化
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
春
琴
は
、
何
ら
か
の
「
蘭
亭
図
」

（
蘭
亭
曲
水
図
）
を
見
て
、
そ
の
図
様
に
倣
っ
て
構
想
を
練
り
、
独
自
の
画
面
に
仕
上

げ
た
わ
け
で
あ
る
。
元
々
『
蘭
亭
序
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

又
清
流
激
湍
有
り
て
、
左
右
に
映
帯
す
。
引
い
て
以
て
流
觴
の
曲
水
と
為
し
、

其
の
次
に
列
座
す
。

　

す
な
わ
ち
、『
蘭
亭
序
』
に
記
さ
れ
た
川
（
曲
水
）
は
、
生
き
よ
い
よ
く
流
れ
る
近

隣
の
川
の
水
を
引
い
て
き
て
（
小
さ
な
）
運
河
を
作
っ
た
と
い
う
わ
け
で
、
春
琴
ら

の
描
く
雄
大
な
川
と
は
か
な
り
距
離
が
あ
る
。
春
琴
の
《
蘭
亭
図
》
で
は
、
構
図
と

形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
の
特
徴
と
し
て
は
、
多
少
と
も
急
に
も
見
え
る
大
き
な
幅
の
あ
る

川
の
流
れ
が
、
遠
方
か
ら
手
前
に
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
流
れ
下
っ
て
く
る
印
象
を
醸

し
出
し
て
い
る
。
本
来
、
中
国
に
お
け
る
蘭
亭
の
宴
の
川
の
流
れ
は
、『
蘭
亭
序
』
の

テ
ク
ス
ト
に
呼
応
し
て
、
比
較
的
幅
の
狭
い
緩
や
か
な
流
れ
の
川
と
な
っ
て
お
り
、

《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
幅
の
狭
い
ゆ
る
や
か
な

水
面
を
觴
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
く
図
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
画

家
が
受
容
し
た
「
蘭
亭
曲
水
図
」
で
は
、
中
国
風
の
川
の
描
写
は
、
か
な
り
幅
の
広

い
川
へ
と
変
貌
し
、
や
が
て
中
国
風
の
図
様
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
を
日
本
的
と
呼
ぶ

べ
き
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
多
少
と
も
日
本
の
風
土
に
あ
っ
た
観
念
的
な
曲
水
の

描
写
へ
と
転
換
し
て
い
く
。
観
念
的
と
い
う
意
味
は
、
王
羲
之
に
よ
る
『
蘭
亭
序
』

の
テ
ク
ス
ト
を
忠
実
に
写
す
こ
と
か
ら
離
れ
て
は
い
る
が
、
い
わ
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
の
図
様
、
す
な
わ
ち
厨
房
、
蘭
亭
（
水
亭
）、
王
羲
之
、
浮
か
ぶ
觴
、
下
流
に
架

か
る
橋
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
確
実
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

絵
画
全
体
の
印
象
と
し
て
は
、
の
ど
か
な
雰
囲
気
の
中
、
酒
を
飲
み
、
詩
を
詠
ん

で
談
笑
す
る
文
士
た
ち
の
優
雅
で
楽
し
い
宴
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
印
象
は
、
こ
の
絵
画
を
読
み
解
い
て
い
く
中
で
、
か
な
り
相
違
す
る
意
味

内
容
へ
と
導
か
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
春
琴
筆
《
蘭
亭
図
》
の

イ
メ
ー
ジ
と
王
羲
之
の
『
蘭
亭
序
』
の
テ
ク
ス
ト
と
の
交
流
と
離
反
と
い
う
問
題
が

浮
上
し
て
く
る
。『
蘭
亭
序
』
で
は
、
楽
し
い
宴
と
い
う
雰
囲
気
は
掻
き
消
さ
れ
て
い

て
、
次
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

悲
し
い
か
な
。
故
に
時
人
を
列
叙
し
て
、
其
の
述
ぶ
る
所
を
録
す
。

　

こ
の
文
章
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
春
琴
と
王
羲
之
と
の
間
に
横
た
わ
る
心
の
交

通
と
乖
離
を
、
春
琴
の
画
面
は
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る②
。

も
っ
と
も
、『
蘭
亭
序
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
真
偽
論
争
が
行
わ
れ
て
お
り
、

一
九
六
五
年
の
「
文
物
」
に
郭
沫
若
に
よ
る
「
由
王
謝
墓
志
出
土
論
到
蘭
亭
序
的
真

偽
」
が
発
表
さ
れ
、
偽
書
説
が
研
究
者
間
に
広
が
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
る
。『
蘭
亭
序
』
は
、
王
羲
之
が
す
べ
て
記
録
し
た
詩
で
は
な
く
、
後
代
に
な
っ

て
、
誰
か
の
手
で
後
半
の
部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
り
、『
蘭
亭

序
』
を
「
王
羲
之
」
と
い
う
個
人
に
限
定
す
る
や
り
方
で
帰
属
さ
せ
て
よ
い
か
ど
う

か
に
疑
問
も
残
る
。
し
か
し
、
本
質
的
に
王
羲
之
の
手
を
離
れ
た
『
蘭
亭
序
』
は
、

後
半
部
の
悲
観
的
な
文
章
を
も
含
め
て
、
日
本
で
流
布
さ
れ
た
事
実
を
軽
く
考
え
て
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あ
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
王
羲
之
の
図
様
は
、
清
朝
以
後
に
定
型
化
さ
れ
る
も
の
で
、

《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》
で
は
未
だ
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
日
本
に
も
《
益

王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
》
の
（
大
本
）
と
（
小
本
）
が
招
来
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

く
、
こ
れ
ら
の
図
巻
を
下
敷
き
に
し
て
江
戸
時
代
初
期
に
狩
野
山
雪
が
《
蘭
亭
曲
水

図
屛
風
》（
八
曲
二
双
・
随
心
院
蔵
）》【
図
4
】
を
描
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
山

雪
の
屛
風
は
、
八
曲
二
隻
と
い
う
珍
し
い
形
式
の
屛
風
に
描
か
れ
て
お
り
、
山
雪
が

横
長
の
画
巻
を
屛
風
に
描
く
に
あ
た
っ
て
、
八
曲
と
い
う
珍
し
い
屛
風
形
式
を
用
い

た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
亀
井
和
子
氏
に
よ
れ
ば
、
山
雪
ら
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、

《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
大
本
）》
で
あ
る
と
い
う③
。
加
え
て
、
山
雪
に
続
い
て
狩

野
永
納
が
描
い
た
《
蘭
亭
曲
水
図
屛
風
》（
十
七
世
紀
後
半
）【
図
5
】
に
は
、
蘭
亭

の
中
の
人
物
（
王
羲
之
）
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
亀
井
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
永
納

の
独
創
で
あ
る
と
い
う
が
、
な
ぜ
永
納
が
蘭
亭
に
座
す
人
物
を
描
か
な
か
っ
た
の
か

は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い④
。
加
え
て
、
幕
末
頃
に
は
、
土
佐
派
を
中
心
に
各
派
の
画

家
た
ち
が
、「
盃
（
觴
）」
の
流
れ
る
最
も
簡
潔
な
「
曲
水
図
」
を
描
く
よ
う
に
な
る

が
、
そ
の
一
例
は
、
森
徹
山
の
《
盃
流
の
図
》【
図
6
】
な
ど
で
あ
る
。

　

以
上
、
幾
つ
か
の
典
型
的
な
「
蘭
亭
曲
水
図
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
日

本
に
お
け
る
「
蘭
亭
図
」
の
図
様
の
受
容
と
そ
の
展
開
に
お
い
て
は
、
墨
拓
《
益
王

重
刻
小
蘭
亭
図
巻
》（
大
本
・
小
本
）
が
果
た
し
た
役
割
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
と
く
に
そ
の
「
小
本
」
に
つ
い
て
は
、
杉
村
邦
彦
本
の
み
な
ら
ず
、

一
定
数
、
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。

は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
春
琴
筆
《
蘭
亭
図
》
は
、
茫
洋
と
し
た
肉
太
の
筆

捌
き
を
縦
横
に
駆
使
し
た
大
作
と
な
っ
て
い
て
、
本
紙
に
深
く
食
い
込
む
か
に
思
わ

れ
る
墨
の
線
描
は
、
後
年
の
春
琴
に
見
ら
れ
る
切
れ
の
よ
い
繊
細
な
水
墨
画
と
は
か

な
り
異
な
り
、
墨
は
濃
く
て
力
強
い
。

　
「
蘭
亭
脩
禊
図
」、「
蘭
亭
曲
水
図
」、「
蘭
亭
図
」、「
曲
水
之
図
」、「
盃
流
之
図
」
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
画
題
を
つ
け
ら
れ
た
「
曲
水
図
」
は
、
源
泉
で
あ
る
中
国
の
「
蘭

亭
曲
水
図
」
か
ら
半
ば
独
立
し
つ
つ
、
基
本
的
な
王
羲
之
の
古
事
が
、
観
念
的
に
パ

タ
ー
ン
化
さ
れ
て
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
の
『
蘭
亭

序
』
に
記
さ
れ
た
内
容
と
、
そ
れ
を
形
象
化
し
た
絵
画
作
品
と
に
異
同
が
あ
る
と
い

う
問
題
が
浮
上
す
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
蘭
亭

に
集
ま
っ
た
王
羲
之
を
含
め
て
四
十
二
人
の
文
士
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た

か
と
い
う
こ
と
だ
が
、《
益
王
重
刻
小
蘭
亭
図
巻
（
小
本
）》（
一
五
九
二
年
）
の
巻
頭

に
は
、
定
型
の
図
様
「
蘭
亭
に
座
す
王
羲
之
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
王
羲
之
は
川
べ

り
に
「
右
将
軍
王
羲
之
」
と
い
う
傍
題
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
左
手
で
紙
片
を

高
く
掲
げ
た
そ
の
姿
と
、
蘭
亭
に
座
す
王
羲
之
の
姿
は
、
一
九
七
三
年
四
月
に
香
港

中
文
大
学
文
物
館
が
発
行
し
た
『
蘭
亭
大
観
』
表
紙
【
図
3
】
に
も
採
用
さ
れ
た
。

蘭
亭
に
座
す
人
物
に
は
傍
題
が
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
厳
密
に
言
っ
て
、
こ
の
人
物

が
王
羲
之
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
定
説
は
、
こ
の
人
物
を
王
羲
之
と
し
て
疑
わ

な
い
。
杉
村
邦
彦
氏
は
、
こ
の
蘭
亭
に
座
す
四
十
三
番
目
の
人
物
が
、
曲
水
の
宴
を

記
録
す
る
「
記
録
係
」
の
人
物
で
あ
り
、
王
羲
之
と
は
別
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
う
る
、
と
い
う
意
味
深
長
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
や
が
て
、
川
べ
り
に
座
っ

て
紙
片
を
持
つ
王
羲
之
の
図
様
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
き
、
蘭
亭
の
人
物
に
王

羲
之
の
持
物
で
あ
る
角
張
っ
た
被
り
物
が
付
け
ら
れ
て
、
蘭
亭
の
人
物
が
王
羲
之
で
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註①　

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
関
西
大
学
博
物
館
で
開
催

さ
れ
た
「
大
正
癸
丑
蘭
亭
会
百
周
年
記
念
―
近
代
日
本
に
お
け
る
翰
墨
の
盛
典
―
」

（
関
西
大
学
大
正
癸
丑
蘭
亭
会
百
周
年
記
念
実
行
委
員
会
お
よ
び
関
西
大
学
博
物
館
主

催
）
の
記
念
講
演
会
で
の
杉
村
邦
彦
氏
の
講
演
内
容
に
よ
る
。

②　

拙
稿
「
蘭
亭
曲
水
図
―
狩
野
山
雪
か
ら
浦
上
春
琴
へ
―
」、『
東
ア
ジ
ア
文
化
交

渉
研
究
』
第
七
号
、
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
、
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）。

③　

亀
田
和
子
「《
蘭
亭
図
》
の
図
像
解
釈
学
―
「
楊
模
」
と
「
庾
蘊
」
の
イ
メ
ー
ジ
を

中
心
に
」、『
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
』、
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、
一

九
一
二
年
、
六
頁
。

④　

同
書
、
十
一
頁
。
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図 １ - １ 　《益王重刻小蘭亭図巻》杉村邦彦藏（部分）

図 １ - ２ 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）

図 １ - ３ 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）

図 １ - ４ 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）
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図 １ - ５ 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）

図 １ - 6 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）

図 １ - ７ 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）

図 １ - 8 　《益王重刻小蘭亭図巻》（部分）
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三

図 ２ - １ 　浦上春琴《蘭亭図》

図 ２ - ２ 　浦上春琴《蘭亭図》（部分）

図 ３ 　『蘭亭大観』
（香港中文大学文物館発行）

図 ４ 　《蘭亭曲水図屛風》随心院藏

図 ５ 　狩野永納《蘭亭曲水図屛風》（右隻）

図 6 　森徹山《盃流之図》
図 ７ 　《乾隆本蘭亭図巻》（18世紀）

東京国立博物館蔵


