


雪
舟
っ
て
ど
ん
な
人
？

　

雪
舟（
一
四
二
〇
〜
一
五
〇
六
？
）は
、備
中
国
赤
浜（
現
在

の
岡
山
県
総
社
市
）に
生
ま
れ
た
人
で
す
。幼
い
頃
に
上
洛
し

て
相
国
寺
に
入
り
、禅
僧
と
し
て
の
修
行
を
積
む
か
た
わ
ら
、

室
町
幕
府
御
用
絵
師
で
あ
っ
た
周
文
に
画
を
学
び
ま
し
た
。

　

や
が
て
周
防（
現
在
の
山
口
県
）に
下
り
大
内
氏
の
庇
護

を
得
る
と
、応
仁
元
年（
一
四
六
七
）に
は
遣
明
使
節
の
一
行

に
加
わ
り
入
明
を
果
た
し
て
い
ま
す
。足
掛
け
三
年
に
及
ぶ

在
明
の
の
ち
帰
国
し
た
あ
と
は
、は
じ
め
豊
後（
現
在
の
大

分
県
）、の
ち
再
び
周
防
を

主
な
拠
点
と
し
な
が
ら
旅

を
重
ね
、宋
元
画
を
学
ん

だ
幅
広
い
画
風
と
骨
太
で

力
強
い
筆
墨
に
特
色
あ
る

作
品
を
残
し
ま
し
た
。

「
画
聖
」と
し
て
の
雪
舟

●●●

　

日
本
美
術
史
上
も
っ
と
も
重
要
な
画
家
の
一
人
と
さ
れ
る
雪
舟
。六
件
も
の
作
品
が
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、雪
舟
に
対
す
る
現
在
の
評
価
は
突
出
し

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
は
単
純
に
作
品
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。雪
舟
と
そ
の
作
品
に
対
し
、歴
史
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
評
価
の
上

に
、今
日
の
高
い
評
価
が
あ
る
の
で
す
。

　

本
展
で
は
、主
に
近
世
に
お
け
る
雪
舟
受
容
を
辿
る
こ
と
で
、「
画
聖
」と
仰
が
れ
る
雪
舟
へ
の

評
価
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
証
し
ま
す
。桃
山
時
代
に
雪
舟
の
後
継
者
を
自

称
し
た
雲
谷
派
と
長
谷
川
派
、雪
舟
画
風
を
流
派
様
式
の
礎
と
し
た
江
戸
時
代
の
狩
野
派
は
も
と

よ
り
、こ
れ
ら
漢
画
系
の
画
家
と
は
異
な
る
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
た
ち
が
雪
舟
を
慕
い
、そ
の

作
品
に
学
び
な
が
ら
、新
し
い
絵
画
世
界
を
切
り
開
い
て
い
き
ま
し
た
。

　

一
口
に
雪
舟
受
容
と
い
っ
て
も
そ
れ
自
体
複
雑
な
性
質
を
孕
み
、多
角
的
に
把
握
す
べ
き
も
の

で
す
。そ
の
多
様
な
雪
舟
受
容
を
通
し
て
、「
画
聖
」雪
舟
誕
生
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

本
展
の
特
色

1234

雪
舟
は
、六
件
も
の
作
品
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
は
、狩
野
永
徳
の
四
件
を
凌
ぎ
、一
人
の
画
家

と
し
て
は
最
も
多
い
指
定
件
数
で
す
。雪
舟
に
対
す
る

評
価
が
、い
か
に
突
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
り

ま
す
。

少
年
時
代
に
寺
で
叱
ら
れ
た
雪
舟
が
、「
涙
で
ネ
ズ
ミ
の

絵
を
描
い
た
」と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、江
戸
時

代
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。巨
匠
に
つ
き
も
の

の
天
才
伝
説
の
類
と
思
わ
れ
ま
す
が
、そ
れ
だ
け
偉
大
な

存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
言
え
ま
す
。

一
九
五
五
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
世
界
平
和
評

議
大
会
に
お
い
て
、雪
舟
が
世
界
十
大
文
化
人
の
一
人

に
選
ば
れ
ま
し
た（
他
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
）。没
後
四
五
〇
年
を
経

て
、雪
舟
は
つ
い
に「
世
界
の
雪
舟
」と
な
っ
た
の
で
す
。

雪
舟
の

国
宝
六
件
が
勢
揃
い
！

比
べ
て
わ
か
る
、雪
舟
の
影
響
力
！

こ
ん
な
画
家
も
！？
幅
広
い
フ
ォ
ロ
ワ
ー
た
ち

京
博
だ
け
！
巡
回
な
し
の
京
都
限
定
開
催

※「雪舟展」では     ありません！！！※「雪舟展」では     ありません！！！

本
展
出
品
の

主
要
画
家

「雪舟から数えて五代目です」、
そう書かずにはいられません。

雪舟

（1420～1506？）
「わが師、如拙と周文は偉大だった」。
雪舟には弟子も多くいましたが、

後世の追随者を生んだことこそ重要。

長谷川等伯

（1539～1610）
「雪舟から数えて五代目です」、
そう書かずにはいられません。

（1733～1795）
「写生」だけが応挙じゃない。

古い絵も
たくさん勉強しています。

円山応挙

（1730～1781）
雪舟の型を用いた富士山図を数多く制作。

強烈な個性の裏には、
古典の真摯な学習がありました。

曾我蕭白

狩野芳崖

（1828～1888）
山水長巻を

雪舟の最高傑作とする認識は、
岡倉天心とフェノロサへ継承されて近代へ。

雲谷等顔

（1547～1618）
「正当な後継者ですが何か？」。
雪舟のアトリエ雲谷庵と
「山水長巻」を拝領。

（1602～1674）
「雪舟を学んで、

狩野派をイノベーション」。
江戸時代の絵画全般に
多大な影響を与えました。

狩野探幽

山口雪渓

（1648～1732）
「雪舟＋牧谿＝雪渓」は、
両者へのリスペクトの現れ。

室町水墨画への回帰を志向して、
個性的な作風を展開。

（1658～1716）
放蕩息子も真面目に勉強。
江戸では多くの雪舟画を

模写しました。

尾形光琳

（1761～1828）
実は色々な絵を勉強。

宗達や光琳だけではありません。
友達の谷文晁とも情報共有か。

酒井抱一

（1715～1790）
「雪舟十二世です。知らんけど」。
門弟に画の教えを説いた『画則』は、
雪舟受容の点からも重要。

桜井雪館

（1747～1818）
「探幽はダメ、でも雪舟は別格」。
西洋画の優位性を説いた江漢は、

なぜ雪舟を高く評価したのでしょうか。

司馬江漢

（1750～1837）
応挙の弟子にして、

恐るべき細密描写の使い手。
でも、美しい絵は古典を学んでこそ。

原在中

（1716～1800）
学べるものは何でも学びました。
特にお寺にあったものは
見やすかったかも。

伊藤若冲



教
科
書
に
も
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、雪
舟
の

最
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
と
言
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。荒
々
し
く
強
い
筆
致
、独
特
の
画
面
構

成
な
ど
、小
画
面
に
雪
舟
ら
し
さ
が
凝
縮
さ
れ
て

い
ま
す
。昭
和
十
一
年
ま
で
は
京
都
の
曼
殊
院
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

国
宝
　
秋
冬
山
水
図
　

雪
舟
筆
　
室
町
時
代（
十
五
世
紀
）　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
　【
通
期
展
示
】

国
宝
　
破
墨
山
水
図
　

雪
舟
筆
　

室
町
時
代
　
明
応
四
年（
一
四
九
五
）　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
　【
通
期
展
示
】

国
宝
　
四
季
山
水
図
巻（
山
水
長
巻
）（
部
分
）　

雪
舟
筆
　
室
町
時
代
　
文
明
十
八
年（
一
四
八
六
）　

山
口
・
毛
利
博
物
館
蔵
　【
会
期
中
巻
替
え
あ
り
】

国
宝
　
天
橋
立
図
　

雪
舟
筆

室
町
時
代（
十
六
世
紀
）　

京
都
国
立
博
物
館
蔵

【
通
期
展
示
】　

雪
舟
が
天
橋
立
を
克
明
に
描

い
た
大
作
。現
地
で
の
写
生
を

も
と
に
晩
年
に
描
い
た
も
の

と
見
ら
れ
ま
す
が
、下
絵
で
あ

り
本
画
は
現
存
し
ま
せ
ん
。複

数
の
地
点
か
ら
眺
め
た
広
範

な
景
観
を
美
し
く
ま
と
め
上

げ
る
構
成
力
に
、雪
舟
の
非
凡

な
力
量
が
見
て
取
れ
ま
す
。

重
要
文
化
財
　

四
季
花
鳥
図
屏
風
　

雪
舟
筆
　

室
町
時
代（
十
五
世
紀
）　

京
都
国
立
博
物
館
蔵
　

【
通
期
展
示
】　　

無
款
な
が
ら
雪
舟
筆
と
考
え

ら
れ
て
い
る
作
品
。山
水
画

の
印
象
が
強
い
雪
舟
で
す

が
、そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、仏

画
や
花
鳥
画
も
多
く
手
掛
け

て
い
ま
し
た
。原
本
に
加
え
、

雲
谷
等
益
に
よ
る
模
本（
東

福
寺
蔵
）を
通
じ
て
、多
く
の

画
家
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

リ
ア
リ
テ
ィ
に

満
ち
た

異
色
の
実
景
図

雪
舟
自
筆
の

序
文
を
と
も
な
う

「
天
下
無
双
」と

称
さ
れ
た
大
作雪

舟
の
後
継
者
を
名
乗
る

「
山
水
長
巻
」か
ら
襖
へ

ザ
・
雪
舟

こ
れ
が
雪 

舟
だ
！

雪
舟
筆
と
伝
わ
る
作
品
は
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
が
、

誰
も
が
間
違
い
な
い
と
認
め
る
作
品
は
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
、数
あ
る
雪
舟
画
の
う
ち
代
表
作
と
呼
び
得
る
作
品
を
通
し
て
、

「
画
聖
」の
原
点
を
確
認
し
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
も
つ
力
を
感
じ
て
い
た
だ
く
と
同
時
に
、

雪
舟
が
現
在
い
か
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

雪
舟
が
弟
子
の
求
め
に
応
じ
て
描
い
た
作
品
。

中
国
の
画
僧
玉
澗
に
な
ら
い
、濃
淡
の
墨
面
を

広
げ
る
よ
う
に
し
て
山
水
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。こ
の
絵
の
制
作
経
緯
や
、入
明
経
験
を
経

て
理
解
し
た
師
の
尊
さ
な
ど
が
、雪
舟
自
身
の

手
で
記
さ
れ
て
い
る
点
で
も
重
要
で
す
。

長
さ
十
六
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
大
作
。様
々
な
山
水

表
現
を
ま
と
め
た
絵
手
本
の
よ
う
な
作
で
、室
町
将

軍
家
秘
蔵
の
中
国
の
山
水
画
巻
を
モ
デ
ル
に
し
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。の
ち
に
毛
利
家
か
ら
雲
谷
等

顔
に
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

雪
舟
唯
一
の

花
鳥
画
か

重
要
文
化
財
　
山
水
図
襖
　

雲
谷
等
顔
筆
　

桃
山
時
代（
十
六
〜
十
七
世
紀
）

京
都
・
黄
梅
院
蔵
　

【
通
期
展
示
】

竹
林
七
賢
図
屏
風
　

長
谷
川
等
伯
筆
　

桃
山
時
代
　
慶
長
十
二
年（
一
六
〇
七
）　

京
都
・
両
足
院
蔵
　【
通
期
展
示
】

モ
チ
ー
フ
、描
法
と
も
に
雪
舟
筆「
四
季
山
水

図
巻（
山
水
長
巻
）」を
参
照
し
て
描
い
た
こ

と
が
明
ら
か
な
作
品
で
す
。等
顔
は
、毛
利
家

か
ら
雲
谷
庵（
雪
舟
の
ア
ト
リ
エ
）と
山
水
長

巻
を
拝
領
し
、名
実
と
も
に
雪
舟
流
の
後
継

者
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

雲
谷
等
顔
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
等
伯
も
、雪

舟
流
の
後
継
者
を
自
称
し
ま
し
た
。こ
の
作
品

に
は「
自
雪
舟
五
代
」（
雪
舟
よ
り
五
代
）と
記

さ
れ
て
お
り
、後
継
者
と
し
て
の
自
負
が
明
瞭

で
す
。さ
ら
に
言
え
ば
、こ
う
し
た
名
乗
り
が

一
種
の
権
威
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ

る
点
は
重
要
で
す
。

雪舟を継ぐのは
―雲谷派と長谷川派―俺だ！ 雪

舟
は
、秋
月
や
宗
淵
、等
春
な
ど

多
く
の
弟
子
を
育
て
ま
し
た
が
、

そ
の
画
系
は
必
ず
し
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
雪
舟
の
画
風
を
継
承
、再
生
さ
せ
た
の
は
、

桃
山
時
代
の
雲
谷
等
顔
や
長
谷
川
等
伯
で
し
た
。

彼
ら
は
雪
舟
に
師
事
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
後
継
者
を
名
乗
り
、雪
舟
画
風
を
規
範
と
す
る
作
品
を

数
多
く
制
作
し
ま
し
た
。



山
雪
ら
し
い
、

で
も
雪
舟
風

西
洋
か
ぶ
れ
に

と
っ
て
も
別
格

近
世
に
お
け
る
雪
舟
神
格
化
の
動
き
に

最
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、

狩
野
探
幽
で
す
。

探
幽
の
画
風
は
、狩
野
派
の
み
な
ら
ず

江
戸
時
代
絵
画
全
般
の
一
つ
の
共
通
基
盤
と
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
探
幽
が
自
ら
の
画
風
を
形
成
す
る
に
あ
た
り

拠
り
所
と
し
た
の
が
雪
舟
だ
っ
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
狩
野
派
作
品
を
通
し
て
、雪
舟
画
風
の
継
承
を
確
認
し
ま
す
。

雪
舟
の
伝
説
化
に
寄
与
し
た
の
は
狩
野
派
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

狩
野
派
の
よ
う
に
、

漢
画（
主
に
宋
・
元
の
中
国
絵
画
に
学
ん
だ
絵
画
）を

も
っ
ぱ
ら
と
し
た
画
家
だ
け
で
な
く
、

江
戸
時
代
の
多
く
の
画
家
が
さ
ま
ざ
ま
な

観
点
か
ら
雪
舟
を
規
範
と
し
て
仰
ぎ
、

そ
れ
が「
画
聖
」雪
舟
と
い
う

現
在
の
評
価
へ
と
確
か
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

江戸時代の
雪舟イメージ

いかにも蕭白、でも雪舟風

富
士
三
保
清
見
寺
図
　

伝
雪
舟
筆
　

室
町
時
代（
十
六
世
紀
）　

東
京
・
永
青
文
庫
蔵

【
通
期
展
示
】

富
士
三
保
清
見
寺
図
屏
風
　

狩
野
山
雪
筆
　
江
戸
時
代（
十
七
世
紀
）　

【
通
期
展
示
】

富
士
三
保
図
屏
風
　

曾
我
蕭
白
筆

江
戸
時
代（
十
八
世
紀
）　

滋
賀
・
M
I
H
O 

M
U
S
E
U
M
蔵

【
通
期
展
示
】　

駿
州
八
部
富
士
図

司
馬
江
漢
筆

江
戸
時
代
　

寛
政
元
年（
一
七
八
九
）

【
通
期
展
示
】　

富
士
山
と
三
保
松
原
、清
見
寺

を
安
定
し
た
構
図
の
う
ち
に

ま
と
め
上
げ
た
作
品
で
、熊
本

藩
主
細
川
家
に
伝
来
し
ま
し

た
。江
戸
時
代
に
は
雪
舟
が
明

で
描
い
た
作
品
と
信
じ
ら
れ
、

数
多
く
の
後
継
作
品
を
生
み

出
し
ま
し
た
。

三
保
松
原
に
虹
が
架
か
る
と
い
う
表

現
が
、非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。荒
々

し
い
筆
墨
や
奇
妙
な
形
の
富
士
山
な

ど
に
蕭
白
ら
し
さ
が
顕
著
で
す
が
、構

図
は
明
ら
か
に
伝
雪
舟
筆「
富
士
三
保

清
見
寺
図
」を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

江
漢
は
、江
戸
か
ら
長
崎
へ
向

か
う
旅
の
途
次
、久
能
寺（
現

在
の
鉄
舟
寺
）か
ら
富
士
山
を

望
み
、こ
れ
こ
そ
、か
つ
て
雪

舟
が
見
た
景
色
だ
と
確
信
し

ま
し
た
。本
作
に
は
、雪
舟
と

同
じ
富
士
山
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン

ト
に
立
っ
た
と
い
う
感
動
と
、

そ
の
発
見
者
と
し
て
の
自
負

が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
狩
野
派
画
家
で
も
、京
都
で
活
躍
し
た

山
雪
は
、そ
の
立
場
も
画
風
も
探
幽
と
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
作
品
も
、

悠
々
と
裾
野
を
広
げ
る
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な

富
士
山
の
形
や
、モ
チ
ー
フ
を
く
っ
き
り
と

輪
郭
す
る
描
法
な
ど
、探
幽
の
富
士
山
図
と

は
全
く
違
う
、山
雪
ら
し
さ
に
満
ち
て
い
ま

す
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
の
根
底
に
あ
る

の
は
伝
雪
舟
筆「
富
士
三
保
清
見
寺
図
」な

の
で
す
。

雪
舟
の「
型
」を
継
承

ど
う
見
て
も

雪
舟
風

山
水
図
屏
風
　

狩
野
探
幽
筆

江
戸
時
代（
十
七
世
紀
）　

京
都
・
長
福
寺
蔵
　【
通
期
展
示
】

探
幽
縮
図

雪
舟
筆
自
画
像
模
本

狩
野
探
幽
筆
　

江
戸
時
代（
十
七
世
紀
）

京
都
国
立
博
物
館
蔵
　【
通
期
展
示
】

探
幽
の
若
い
時
期
、ま
だ「
采
女
」と
称

し
て
い
た
頃
の
作
品
で
す
。そ
の
描
法

は
明
ら
か
に
雪
舟
に
学
ん
だ
も
の
。探

幽
が
自
己
の
様
式
を
確
立
す
る
う
え

で
、雪
舟
画
の
学
習
が
い
か
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

富
士
山
図
　

狩
野
探
幽
筆
　

江
戸
時
代（
十
七
世
紀
）　

【
通
期
展
示
】

探
幽
が
数
多
く
描
い
た
富
士

山
図
の
な
か
で
も
、破
格
の
サ

イ
ズ
を
誇
る
大
幅
で
す
。余
白

を
広
く
取
り
、淡
墨
を
主
体
と

す
る
表
現
は
探
幽
な
ら
で
は

で
す
が
、そ
の
構
図
は
明
ら
か

に
伝
雪
舟
筆「
富
士
三
保
清
見

寺
図
」を
踏
襲
し
た
も
の
で

す
。し
か
る
べ
き
大
名
の
求
め

に
応
じ
て
制
作
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、現
在
知
ら
れ
て
い
る

よ
り
も
ず
っ
と
多
く
の「
雪
舟
画
」が

流
通
し
て
い
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
、そ

れ
ら
の
す
べ
て
が
雪
舟
の
真
筆
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。し
か

し
、現
在
で
は
雪
舟
筆
と
認
め
ら
れ
て

い
な
い
作
品
や
、所
在
が
知
ら
れ
て
い

な
い
作
品
も
、当
時
は
雪
舟
画
と
し
て

受
容
さ
れ
、画
家
像
の
形
成
に
一
役

買
っ
て
い
た
の
で
す
。

探
幽
が
見
た

「
雪
舟
」

リ
ア
ル
を

支
え
る
古
典 

江
戸
時
代
の
雪舟評価を確立 ―狩野派の仕事―

富
士
三
保
松
原
図
　

原
在
中
筆

江
戸
時
代
　
文
政
五
年（
一
八
二
二
）　

静
岡
県
立
美
術
館
蔵

【
通
期
展
示
】

超
絶
的
な
細
部
描
写
に
圧
倒
さ
れ
る

作
品
で
す
。落
款
に「
久
能
山
」（
久
能

寺
を
指
す
か
）か
ら
の
眺
望
で
あ
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
お
り
、自
ら
の
視
覚
体

験
に
基
づ
く
絵
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ

の
構
図
に
は
伝
雪
舟
画
の
影
響
が
明

ら
か
で
す
。

―雪舟受容の広がりとその多様性―

み
ん
な

雪
舟
が
好
き
だ
�
た






