
み
づ

ゑ

第
　
三
　
十
　
二

明

治

四

十
一

年

一

月

三

日
發
兌

再

び

松

に

就

て

丸

山

晩

霞

戊

申

新

春

の

勅

題

は
『
社
頭

の

松
』
で

昨

年

と

等

し

く

又

松

で

あ

る
。松

は

目

出

度

し
。松

に

就

て

の
雜

感

を

昨

春

も

述

べ

た

が

本

年

も

又

再

び
雜

感

を

記

述

す

る
。

　

　

　

　

　

　

　

松

　

の
　

種

　

類

現

時

日

本

に

あ

る

松

の

種

類

は

舶

來

種

を

除

き

て

十

種

余

り

あ

る

さ

ふ

だ
、が

余

の

知

れ

る

も

の

は
(學

名

に

あ

ら

ず
)
黑
松

　

赤

松

　

姫

小

松

　

五

葉

松

　
偃

松

　

落

葉

松

の

六

種

で

あ

る

　

　

　

　

　

　

　

日

　

本

　

の
　

松

と

い

ふ

と
黑

松

と

赤

松

と

が

代

表

さ

れ

て

居

る
、そ

し

て

古

來

日

本
畫

に

描

か

れ

た

松

は
、皆

仝

じ

描
寫

法

で

あ

つ

て
、
畫

の

上

に

於

て

こ

れ
等

の
區

別

が

現

は

れ

て

居

ら

ぬ
、勿

論
寫

生

せ

ぬ

の

で

あ

る

か

ら

無

理

も

無

い

が
、
こ

の

二

松

に

は

頗

る

相

違

が

あ

る
、今

こ

れ

を

比

較

し

て

相

違

し

て

居

る
點

を
擧

れ

ば

次

表

の

如

く

で

あ

る
。

黑
　
松

繁

植

地
樹
態

樹

根

色

彩

葉

低

地

海

岸

に

尤

も

多

く

海

抜

千

尺

位

の

地

を

限

り

て

そ

れ

よ

り

以

上

に

少

し

粗

に

し

て

割

合

に

直

状

多

く

細

枝

少

し
、若

木

は

直

線

的
、古

樹

も

あ

ま

り

垂

下

せ

ず

海

岸

の

砂

地

に

あ

る

も

の

は

波

又

は

風

雨

に

浸

蝕

さ

る

ゝ

た

め

根

を

現

は

し

て

居

る

全
體

に
黑

味

多

く

枝

幹

濃

灰

色
、若

木

の

葉

は

深

緑
、古

樹

は

少

し

く
靑

味

を

含

む
、芽

は
白

き

故

に

芽

白

松

と

も

い

ふ

太

く

長

く

粗

な

り



赤

松

繁

殖

地
樹
態

樹

根
色
彩

葉

高

地

海

抜

千

尺

以

上

五

千

尺

位

下

の

地

を

限

り

て

そ

れ

よ

り

以

下

は

割

合

に

少

し

密

に

し

て

割

合

に

曲

状

多

く

細

枝

又

多

く

若

木

は

直

線

的

な

る

も

古

樹

は

曲

状

を

な

し

て
垂
下
す

高

地

に

て

海

岸

の

如

き

所

無

き

た

め

根

を

現

は

し

た

も

の

割

合

に

少

し

全
體

に
黄
味

多

く

雨

露

に
觸

れ

ざ

る

枝

幹

は

赤

茶

色

を

呈

し

葉

は

黄

味

多

き

緑

色
、雨

露

に
觸

れ

し

枝

幹

は

紫

灰

色

を

呈

す

芽

は

赤

茶

色

細

く

短

く

密

な

り

こ

れ

丈

の

相

違

を

見

出

す

の

で

あ

る
。低

地

の

海

岸

一
帶

は

多

く

こ

の
黑

松

で
、
細

波

を

寄

す

る

砂

地

に

も

怒

濤

の

打

ち
碎

け

る
斷

崖

に

も
、根

を

張

り

枝

を

垂

れ
、烈

風

雨

に

抗

し

て

折

れ

ず

曲

ら

ず
、如

何

に

も

雄

々

し

き

美

態

を

現

は

し

て
、日

本

海

岸

風

景

の

好
畫

材

を

占

め

て

居

る
、
殊

に

根

を

浮

か

せ

た

る

砂

地

の

松

は

特

種

の

趣

が

あ

る
、白

砂
靑

松

四

季

を

通

じ

て

美

し

い

の

で

あ

る
。東

海

道

五
十

三

次

は

古

來

詩
畫

の

品

題

に

上

り

て

居

る

が
、
こ

ゝ

よ

り

松

と

い

ふ

も

の

を

取
り

去

つ

た

ら
、

如

何

に

も

無

趣

味

の

も

の

に

な

る

で

あ

ら

ふ
。東

海

道

の

風

流
旅

行

を

思

ひ

立

つ

と

せ

ん

か
、
そ

こ

に

は

こ

れ

と

い

ふ

季

に

就

て

特

種

の

も

の

が

無

い

か

ら
、
何

時

に

て

も

面

白

い
、そ

の

面

白

い

の

は
、昔

の

如

く

宿
場
旅

籠

や

大

名

の

行

列

を

見

る

事

は

出

來

な

い

が
、昔

と

等

し

い

松

並

木

は

今

も
殘

つ

て

居

る
、磯

に
碎

け

る

白

波

を

松

樹

の

間

に

望

み
、
松

風

に

耳

を

澄

ま

し
、

あ

れ

は

大

島
こ

な

た

は

箱

根

よ

と
、松

の

根

が

た

に

腰

打

ち

か

け

て
、沖

の

白

帆

を

眺

め

つ

ゝ
、敷

島

一
本

の

煙

り
、
如

何

に

趣

味

津

々

で

あ

ら

ふ
。道

中

筋

の

松

並

木

よ
、汝

を

見

る

は

雨

に

好

し
月

に

好

し

風

に

よ

し
、朝

に

好

し

夕

に

好

し
、更

に

霞

に

好

し

霧

に

好

い
、汝

は

四

季

一

調

に

し

て

一

の
變

化

無

き

も
、汝

を

彩

り

て

美

は

し

う

な

さ

し

め

る

は

如

上

の

美

衣

で

あ

る
、
こ

の

美

衣

の

あ

ら

ん

限

り

に

は

汝

は

と
こ

し

へ

に

美

は

し

い

の

で

あ

る
。余

は

海

岸

の

景

と

東

海

道

の

景

は
黑

松

に

あ

る

事

を

是

認

す
。

赤

松

　

こ

れ

も

面
白

い
、
四

里

の

碓

氷

嶺

を

上

り

つ

め

て

下

り

の

無

い

と

い

ふ

信

州

の

高

原

は

皆

こ

の

赤

松

で

あ

る
、
樫

や

椎

の

常

盤

木

樹

の

無

い

寒

國

の

冬

に

緑

を

呈

す

る

の

は

松

で

あ

る
、
斷
崖

絶

壁

に

懸

り

根

を

張

り

枝

を

垂

れ

て

趣

を

添

ゆ



る

の

も

松

で

あ

る
、
烈

風

積

雪

に

抗

し

て

屈

せ

ざ

る

趣

を

現

は

す

の

も

赤

松

の

樹

態

に

見

ら

る
ゝ

の

で

あ

る
、余

は

松

を

愛

し

し

か

も

絶
對

に

愛

す

る

の

で

あ

る
、然

る

に

松

を

亡

國

樹

で

あ

る

と

い

ふ

事

を
★

々

耳

に

す
、余

は

こ

の

説

を

非

定

す

る

の

で

あ

る
。

松

を
亡

國

樹

と

い

ふ

彼

等

の

い

ふ

と

こ

ろ

を

聞

く

と
、
松

樹

は

土
壤

を

荒

敗

せ

し

む

る

も

の

に

て
、
こ

れ

を

伐
採

し

た

あ

と

の

地

に

は

植

産

を

得

る

事

が

出

來

な

い

と

の

事

で

あ

る
、
が

こ

れ

は

甚

だ

間

違

つ

た

説

で

あ

る
、余

よ

り

言

は

し

む
る

と
、
日

本

に

は

松

と

い

ふ

樹

が

あ

る

た

め
、大

陸

地

方

に

見

る

沙

漠

的

死

地

に

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る
、
松

を

除

い

た

他

の

木

に

あ

り

て

は

、人

間

が

あ

ま

り
亂

伐

す

る

と

繁

殖

力

を

失

ふ

て
絶
ゆ

る

の

で

あ

る
、そ

こ

で

松

と

い

ふ

勇

猛

な

木

が

あ

る

た

め
、
こ

の
荒

敗

地

に

ど

し

ど

し

や

つ

て

來

て

繁

殖

す

る

の

で

あ

る
。
荒
敗

す

る

と

い

ふ

意

味

よ

り

い

ふ

と

松

以

外

の

樹

が

亡

國

樹

と

い

ふ

て

も

よ

い
。人

間

が

繁

殖

す

る

と
草

木

を
亂

伐

す

る

事

が

多

く

な

る
、草

木

が

漸

々
缺

乏

し

て

行

く

極

み

は
、
豐
饒

な

る

國

も

破
壞

滅

亡

に

至

ら

し

む

る

の

で

あ

る
、乳

と

密

と

に
溢

れ

穀

と
菜

と

に

充

ち

た

國

も
、
今

は

灰

塵

と

な

つ

た

そ

の

例

は

中

央
亞

細
亞

及

び

支

那

朝

鮮

等

に

見

る

の

で

あ

る
、
手

近

の

例

は

今

の

東

都

で

あ

る
、十
數

年

前

ま

で

は

樹

木

欝

葱

と

し

て
晝

も

暗

か

っ

た

上

野

の

森

も
、
樹

木

は

年

々

枯

死

し

て
、
今

の

割

合

に

枯

死

す

る

と
數

十

年

の

後

に

は

沙

漠

に
變

ず

る

の

で

あ

ら

ふ
、年

々

枯

死

す

る

樹

木

の

中

で

松

の

み

は

中

々

盛

ん

な

勢

で

あ

る
、芝

公

園

の

松

樹

は

今

も

昔

も
變

ら

な

い

の

で

あ

る
。前

に

も

述

べ

た

如

く

海

岸

の

砂

や

又

は

火

山

の

灰

を

充

し

た

淺

間

高

原

の

荒

敗

地

に
、如

何

な

る

樹

を

植

込

ん

で

も

生

育

す

る

も

の

で

な

い
、然

る

に

松

は

自

生

し

て

勢

力

を

示

し

て

居

る
。今

地

の

開

け

る

順

序

を

い

ふ

と
、最

初

は

落

葉

樹

を

伐
採

す

る

と
、
そ

の

あ

と

は

松

林

と

化

し

松

林

は

畑

と

な

り

終

に

は

庭

宅

と

成

る

の

で

あ

る
。
松

の

勢

力

あ

る

を

見

て

も
、
世

の

極

み

の

植

物

界

に

於

け

る

生

存
竸
爭

の

結

果

は
、
全
く

松

が

勝

利

を

得

る

事

で

あ

ら

ふ

と

思

ふ
、
松

樹

は
决

し

て

亡

國

樹

で

は

無

い
、
松

樹

あ

れ

ば

こ

そ

日

本

は

永

久

に

生

氣

あ

る

緑

の

國

と

な

つ

て

居

る

事

が

出

來

る
、余

は

松

を

富

國

樹

で

あ

る

と
仝

時

に

日

本

に

は

松

が

尤

も

目

出

度

樹

で

あ

る

事

を

是

認
す

。

松

と

人

間

と

は

大

な

る

關

係

が

あ

る
。松

は

日

本

固

有

の

も

の

で

あ

り

し

か

又

は

西

方

よ

り

舶

來

し

た

も

の

で

あ

る

か

は



科

學

專

門

家

に

糺

し

て
、
松

は

人

間

に

附
隨

し

て

繁

殖

し

て

行

く

も

の

で

あ

る

と

い

ふ

事

を

認

め

た
、日

本

は

西

方

か

ら

人

間

が

繁

殖

し

て

來

た

も

の

と

す

れ

は
、
慥
に

松

も

こ

れ

に

附
隨

し

て

東

北

地

方

に

繁

殖

し

た

も

の

で

あ

る
。日

本

は

何

れ

の

地

に

到

る

も

松

を

見

る
(北

海

道

に

は
絶

無

と

い

ふ
)松

林

は

人

家

よ

り

多

く

て

五

六

里

程

し

か

廣

が

つ

て

居

ら

ぬ
、故

に

深

山

等

に

あ

り

て

路

に

迷

ふ

た

と

き
、
松

を

見

れ

ば

そ

の

近

く

に

村

里

の

あ

る

と

思

ふ

て

差

支

ひ

無

い
。今

高

山

に

登

る

か

又

は

深

山

に

分

け

入

る

と

き
、
村

里

の
旅

亭

よ

り

登

足

す

る

と
、そ

の

附

近

は

必

ず

松

林
帶

を

踏

ん

で
、
そ

れ

よ

り
濶

葉

植
帶

に

入

り
、更

に

針

葉

樹
帶

よ

り

灌

木
帶

に

入

る

と

い

ふ

の

が

順

序

で

あ

る
。

落

葉

松

　

こ

れ

も

高

地

に

繁

殖

す

る

も

の

で
、殊

に

深

山

高

嶺

に

自

生

し

て
、他

の

松

と

は

趣

き

を

異

に

し

て

居

る
、落

葉

す

る

だ

け

他

の

松

よ

り

は

直

状

を

呈

し
、高

嶺

に

散
點
す

る

古

樹

に

至

り

て

は

曲

状

し

て

高

潔

の

趣

き

が

あ

る
、幹

大

く

枝

末

細
密

に

し

て
、春

の
萠

芽

は

淡

黄

緑

を

呈

し

て

美

し

く
、初

夏

に

は

燃
ゆ

る

如

き

緑

色

を
帶

び
、盛

夏

に

は
靑

昧

の

勝

ち

た

る

深

緑

色

と

な

り
、秋

の

霜

葉

は

純

黄

金

色

を

呈

し

て

頗

る

美

彩

で

あ

る
、更

に

美

は

し

き

は

嚴

寒

の

頃

雲

霧

の
鎖

し

て

そ

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

が

細

密

の

枝

に

凍

り

て
、
百

千

萬

の

銀

針

を

植

た

る

如

く

こ

れ

を

氷

花

と

い

ふ
、
こ

の

眺

め

は

雪

花

の

そ

れ

に

勝

り

た

る

一

種

の

美
觀

で
、霞

の

中

に
咲

き
亂

れ

た

る

山

櫻

を

見

る

如

く

で

あ

る
。

姫

小

松

　

五

葉

松

　

こ

れ

又

高

山

の

も

の

に

て

他

の

松

の

如

く

叢

林

を

な

さ

な

い
、
各

所

に

散

在

し

て

樹

態

は

何

れ

も

赤

松

に

似

て
、姫

小

松

は

葉

短

か

く

密

叢

し

て

圓

味

を
帶

び
、
色

は
靑

味

勝

ち

の

緑

で

あ

る
。
五

葉

松

は

葉

長

く

し

て

粗
、色

は

前

者

に

比

し

て

黄

味

多

し
、何

れ

も

深

山

の

も

の

な

れ

は
、枝

よ

り

枝

に

猿

麻
★

等

附

着

し

て

居

る
。松

毬

は

何

れ

も

他

の

も

の

よ

り

も

大

き

い
。
五

葉

松

と

い

ふ

の

は
、
凡

て

松

の

葉

は

二

の
數

で

出

來

て

居

つ
て
、「枯

て

落

ち

て

も

二

人

連
」等
俚
謠

等

に

歌

は

れ

て

居

る

が
、
五

葉

松
　
　
姫

小

松
　
　
偃

松

は

皆

五

の
數

で

出

來

て

居

る
、序

に

言

ふ

が
、米

國

に

あ

り

し

と

き

各

所

の

松

を

調

べ

て

見

る

と
、何

れ

も

三

の
數

で

出

來

て

居

つ

た
。

偃
松

　

こ

れ

は

雲

深

き

高

嶺

の

面

を

密

叢

し

て
這

ふ

て

居

る
、海
抜

七

千

尺

以

上

の

高

嶺

に

は

必

ず

あ

り

て
、幹

を

容

易

に

見

出

す

事

が

出

來

な

い

の

で

あ

る
。
鬱
葱

た

る
偃

松
、何

時

も

こ

れ

に

接

す

る

と

仙

化

し

た
樣

な

感

が

起

る
。
こ

の

松

の

中

に



は
黑

百

合

の

花

開

き

雷

鳥

鳴

き

て
神

秘

的

で

あ

る
、余

の

見

た

る

も

の

ゝ

う

ち

に

て

尤

も

大

な

る
帶

は

信

州

蓼

科

山

で

あ

る
、
七

合

目

位

よ

り

頂
★

に

到

る

ま

で

一

面

に

纒

ふ

て

居

る
、
こ

の

根

も

と

を

古

來

よ

り

探

り

出

だ
せ

し

も

の

が

無

い

と

の

事

で

又

こ

の

中

に

は

白
鷄
住

み

て

曙

天

に

時

を

歌

ふ

と

の

事

で

あ

る
。余

は

或

夏

登

山

し

て

こ

の

間

に

露

宿

を

し

た

が
、
山

靜
に

し

て

無
靜

、
鷄
鳴

も

聞

か

な

か

つ

た

が
、
そ

の

と

き

十

三

夜

の

月

に
對

し

た

と

き

は

何

共

い

ふ

事

の

出

來

な

い

好

い

感

じ

が

あ

つ

た
　

　

　
(了
)

　
　
　
　
　
　
　
イ

ラ

ス
ト

レ
ー

シ

ヨ

ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

戸

張
　
孤

雁

○

日

々

に
發

刊

せ

ら

る

ゝ

幾

多

の

書

籍
雜

誌

を

通
觀

す

る

に
、其

内

容

の

如

何

よ

り

も

寧

ろ

表

紙

の

意

匠

及

び

挿
畫

に

多

大

の

注

意

を
拂

つ

て

ゐ

る

や

う

で

あ

る
、此

の

新

現

象

は

即

ち

一
般
讀

者

の

美

術

的

思

想

が
發

達

し

て

來

た
こ
と

を
證

明

す

る

の

で

美

術

界

の

爲

め

眞

に

喜

ぶ

べ

き

現

象

と

云

は

ね

ば

な

ら

ぬ
、如

斯

く

世

人

が

美

術

に
對

し

て

注

意

す

る

や

う

に

な

つ

た

に

つ

い

て

は
、
今

後

益

々

挿
畫

を

研

究

し
、
之

が

改

善
發

達

を

計

る

は

美

術

家

の

任

務

で

あ

ら

う

と

思

ふ
、亦
靑

年

美

術

家

中

に

は

既

に

挿
畫

の

研

究

に

從

事

し

て

ゐ

る

者

も
尠

く

な

い

や

う

で

あ

る
、
が

然

し

現

今

我

が

國

に

於

て

挿
畫

さ

れ

つ

ゝ

あ

る

も

の

が
、
歐
米

の

其

れ

に

比

較

し

て

責

任

を

全

ふ

し

て

ゐ

る

か

と

云

ふ

に
、
遺
憾

な

が

ら

然

り

と

答

ふ

る
こ
と
は

出

來

な

い
、
こ

は

予

一
個

の
斷

案

で

な

く

何

人

と
雖

も

同

じ

感

に

打

る

ゝ

で

あ

ら

う

何

故

に

然

る

か

其

原

因

を

考

察

す

る

に
、
必

竟挿
畫

の

研

究

者
尠

き

と
、
一
は

油
繪

、水

彩
畫

の

思

想

を

以

て

挿
畫

を

描

く

結

果

と

思

ふ
、
單
に

挿
畫

と

云

ふ

て

も

種

々

な

る

種

類

も

あ

り
、亦

研

究

の

方

法

も

油
繪

、水

彩
畫

と

は

根

本

を

異

に

し

て

ゐ

る
、故

に

挿
畫

を

研

究

せ

ん

と

欲

す

る

者

は
、
專

門

的

に

研

究

す

る

必

要

が

あ

る
。

○

多

く

の
靑

年
畫

家

中

に

は

挿
畫

を

學

ば

ん

と

し

て

も

如

何

な

る

方

法

を

以

て

研

究

す

べ

き

か
、如

何

な

る
徑

路

を

辿

れ

ば

良

い

か
、殆

ど

五

里

霧

中

に
徘
徊

ふ

て

ゐ

る

人

も
尠

な

く

な

い

や

う

で

あ

る
、予

は

今
茲

に

挿
畫

の
一

斑

を

述

べ

て
、
志

望

者

諸
君

の

多

年

の

宿

望

に
一

つ

の

光

明

を

與

へ

ん

と

欲

す
、
若

し

諸

君

の

研

究

の

一
助

た

り

得

れ

ば

予

が

本
懷

之

に

過

ぎ


