
日
本
と
水
彩
畫
〔

三
〕

丸

山

晩

霞

我
が
皇
室

の
祖
な
る
大
神

の
鎭
座
ま
し
ま
す
伊
勢

の
大
廟

を
奉
拜

せ
し
と

き
、我
は
未
だ
甞

て
覺

へ
ざ
る
敬
畏
崇
高
の
念

に
打
た
れ
た
。
伊
太
利
羅
馬

法
王
の
宮
殿
な
る
バ
チ
カ

ン
の
サ

ン
ピ
ー
ト
ル
寺
院
、
又
は
ロ
ン
ド

ン
な

る
ウ
ェ
ス
ト
、
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
、
巴
里
の

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
、
其
の
他

歐
米
及
び
西
亞

の
あ
ら
ゆ
る
寺
院
を
參
拜

し
た
が
、
か
ば
か
り
深
き
崇
高

の
念
は
起

ら
な
か

つ
た
。
其

の
建
築

を
比
較
し
た
な
ら
、

一
は
素

に
し
て

淡
白
に
、

一
は
華
麗
に
し
て
濃
厚
に
、
金
銀
寳
玉
を
鏤
め
、
美

を
極

め
麗

を
盡

し
、
燦
爛

と
し
て
人
目
を
眩
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
れ
ど
も
、
我
が

大
廟

に
敬
畏
崇
拜

の
念

を
起

こ
せ
る
は

、
國
祖

大
神

の
遣
訓
を
尊
奉
す
る

臣
民
な
れ
ば
な
り
。
大
廟

の
建
築
は
、汚
穢

を
忌
み
給

へ
し
國
祖

大
神

が
、

素
淡
を
主
と
し
て
、
清
淨

、
無
垢
、潔

白
を
表
示
せ
ら
れ
給

ひ
し
に
因
り
、

草
木

に
豐
富
な
る
日
木
國
な
れ
ば
、
良
材
中
の
良
質

を
選
み
、
節
な
く
瘤

な
く
、
其

の
面

の
滑
澤
な
る
檜
を
用
ゐ
て
作
り
、
良
茅
を
選
み
て
屋
根

と

な
し
た

る
故
、
至

て
質
素
を
極
む
、
さ
れ
ど
幽
玄
淡
雅
に
し
て
、
燦
爛
た

る
装
飾
を
施
し
た

る
も
の
よ
り
麗
し
く
あ
る
。
日
本
臣
民
の
性
情
は
、恰

も

大
廟
を
見
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
儒
教
佛
教

の
日
本
に
渡
來
す
る
と
仝
時

に
美

術
も
這
入

つ
た

の
で
あ
ろ
が
、
日
本
的

と

い
ふ

一
種
の
特
調
に
感

化

さ
れ
て
、日
本

の
宗
救
日
本
の
繪
畫

と
し
て
大
に
振
興

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

佛
教

と
儒
教
相
和
し
、
美
術
も

こ
れ

に
和
し
て
大
に
發
展
し
、
時
勢
の
變

遷

と
共
に
多
少

の
盛
衰
あ
り
、
作
家
の
性
情
又
は
流
派
等

に
因
り
て
多
少

の
節
制

こ
そ
あ

れ
、
日

本
的
美
術
の
今
日

に
至
る
歴
史
は
續

て
來
た

の
で

あ
る
。
明
治
に
至
り
時
勢
は
西
洋
畫

を
學
ば

し
む
、
之
れ
西
洋
畫

に
あ
ら

ず

し
て
、
流
派
に
差
違
あ
る

一
種
の
日
本
畫

で
あ
る
。

日
本
人
の
衣
食
住
は
如
何
。
温
帶
な

る
日
本
國
に
は
四
季

の
別
る

ゝ
あ
り

て
、
そ
の
折
り
か
ら
に
替
ゆ
る
衣
服
は
、
山
野
草
木
が
そ
の
折
折

に
脱

き
替

へ
る
瀟

洒
な

る
衣
と
等
し
く
、
至

て
淡
白
で

あ
る
。
さ
ら
は
食
は
如

何

に
、
温
帶

の
日
本
に
は
甘
露
の
雨

の
順

に
至
り

て
、
草
木
爲

め
に
潤
ひ
、

世

に
も
稀
な
る
米
産
國
な

る
が
故
に
、
淡
白

な
る
米

と
菜
食

を
以
て
満
足

し
て
居
る
。
さ
ら
ば
住
居

は
、
い
ふ
ま
で

も
な
く
瀟

洒
淡
白
に
し
て
、
彫
を

施

し
た
柱
よ
り
、
寧
ろ
杉
の
糸
柾
を
好
尚
す
る
の
で

あ
る
。

日
本
人
は
古
代
よ
り
淡
白
に
し

て
、
洒
落

、
脱
俗
、
隠
逸

の
風
あ
り
。
此

の
如
き
特
質
よ
り

一
種

の
習
慣
を
馴
致
せ
し
故
、
そ
の
好
尚
は
他
と
全
然

趣
味
を
異
に
し
て
居

る
。
歐
米

の
文
物

一
度
日
木
に
入
り
し

よ
り
、長
足

の

進
歩
を
な
し
て
、
大

に
そ
の
風
習

に
化

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
先
天
的

性
情
即
ち
、
大
和
魂
は
拭

ひ
去
る
事
は
出
來
な

い
。
日
本
的
特
質
を
備

へ
、

秀
麗
な

る
風
景
を
愛

し
、
清
楚
を
高
雅
優
美
の
も
の
と
し
て
、
他
を
卑
陋

醜
惡

と
な
す
意
向
あ
り
。
古
來
吾

が
美
術
家
の
品
題
と
す
る
處
は
、
多
く

汚
穢

を
排
し
て
清
楚
を
探

る
、
色

彩
に
至
り
て
も
濃
厚
を
排

し
て
淡
白
温

和

の
色

を
選
む
、
こ
れ
等
を
好
尚
す

る
日
本
人
の
性
情
が
、
尚
日
本
の
温

和
な
る
氣
候

の
如
く
に
し

て
、
新
緑
滴

る
初
夏
の
山
河
の
如
し
。
日
本
畫

家

の
畫
題
を
選
む

や
、
古
來

よ
り
風
景
に
尤
も
多
し
、
果
て
無

き
蒼
海
に

颶
風

の
襲

ひ
來

て
天
を

つ
く
激
浪

や
、
あ
る
は
氷
河
の
激
流
す

る
嵯
峨
た

る
峻
嶺
等
を
選
ま
ず
、
柳
樹
の
蔭
を
流
る

ゝ
小
河
、
或
は
松
樹
茂
れ

る
小

丘
等
で
あ

る
。
余

は
以
上
の
所
見

に
よ
り
、
然
し
て
日
本

に
於
け
る
凡
て



の
點
よ
り

、
日
本
人
は
水
彩
畫

を
好
尚
す
る
の
で
あ
る
事

を
信
す
。

日
本
の
文
化
が
歐
米

の
如
く
開

け
、
歐

米
と
等
し
く
凡
て
が
化

せ
ら
れ
た

な
ら
、
油
繪

も
適
應
す

る
の
で

あ
ら
う
が
、
現
日
本
に
あ
り
て
は
油
繪

は

到
底
水
彩
畫

の
如

く
迎

へ
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
と
思

ふ
。

日
本
の
家
屋
は
木
造

に
し
て
、
松
、
杉
、檜

、柾
、
の
如
き
材
を
用

ひ
、
家
作

に
於
て
曲
線
な
く
、
彫
刻
な
く

、
そ
の
装
飾

に
至
り
て
も
瀟
洒
に
し
て
妙

想
を
現
は
し
、
床
、
違

ひ
棚
は
何
れ

の
座
敷

と
し
て
も
備

へ
つ
け
ら
れ

て

あ
る
。
か
ゝ
る
淡
白
な
る
座
敷

、
或

は
廓
下
等

を
飾
る
額

と
し
て
、
水
彩

畫
は
大
に
適
し
て
美
を
添

ゆ
る
の
で
あ
る
。
濃
厚
な
る
色
彩

を
以
て
描

か

れ
た
る
油
繪

の
額

を
飾
る
と
、
そ
れ
の
み
際
立
ち
て
眼
に
立
ち
、
美
し
き

座
敷

も
こ
れ
が
爲

に
害

さ
る
る
の
で
あ
る
。
壁

へ
ば
は
で

や
か
な
る
色
彩

に
て
描

た
、
色

の
調
和
を
な
さ
ぬ
畫

を
見
る
や
う
で
あ
る
。
又
は
石
古
り

た
青
苔

の
小
庭
に
、
赤
き
牡
丹

の
花
を
捨

た
樣
で
あ
る
。

余

は
去
る
年
歐
州

に
於
て
、日
本
人
の
筆

に
な
り
し
油
繪

と
、
歐
洲
人

の
筆

に
な
り
し
油
繪

と
を
、
仝
室

に
飾

つ
て
あ

つ
た
の
を
見
た
。
そ
の
と
き
或

る
日
本

の
畫
家
が
あ

つ
て
、
之
を
批
評
し
て
い
ふ
の
に
、
日
本
人

の
描
た

油
繪
は

、
凡
て

が
薄

ッ
ペ
ら
で
水
彩
畫

を
見
る
樣

で
、
彼

の
油
繪

に
比
ぶ

る
と
畫
に
な

つ
て
居
ら
ぬ
、實

に
恥
づ
可
き
で
あ
る
と
歎
息
し
て
お
つ
た
。

併
し
余
は
日
本
人
の
描

き
し
と

い
ふ
畫

を
見
て
、
大

に
讃
美
し
た

の
で
あ

る
。
凡
て
が
簿
き
調
子
で
、
水
彩
畫

の
樣
で
あ
る
處
が
日
本
人
の
特
調
が

現
は
れ
て
居

る
の
で
難
有

い
、
日

本
人

の
描
た
油
繪

が
、
彼
我

の
區
別
も

見
分
け
の
つ
か
ぬ
の
は
、
吾
は
决

し
て
賞
め
ぬ
、
寧
ろ
歎
息
す
る
の
で
あ

る
。
薄
調
で
も
濃

調
で
何
で
も
よ
い
、
日
本
人
の
特
質
が
畫

の
上
に
現
は

れ

た
な
ら
、
上
の
上
乘
た

る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

何
故
で
あ
る
か
、
兎
角
に
日
本
の
洋
畫
家
で
、
巴
里
に
留
學
し
た
も

の
及

び
其
人
達

に
就
て
學

ぶ
青
年
の
洋
畫

家

の
多
く
は

、
何
で
も
巴
里
風
で
な

く
て
は
な
ら
ぬ
、
巴
里
で
は
、
巴
里
で
は
、

と
、

一
も
二
も
無
く
賞

揚
し
て
、
巴

里
巴
里

を
絶
呼
し
て
居

る
の
が
、
余
に
は
彼
等

の
深
意
を
解
す

る
事
が
出

來
ぬ
。
日
本

の
畫
家
が
畫
を
學
ぶ
爲

め
、
巴
里
に
留
學
す
る
は
誠
に
結
搆

の
事
で
あ

る
。
現
今
繪
畫

の
尤

も
盛
大
を
極
め

居
る
所

は
巴
里
で
あ

る
、

米
人
も
歐
洲
各
國

の
人
も

々
こ

ゝ
に
學
ぶ
の
で
あ

る
、
大

に
巴
里
に
學
ば

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
、
各
、
國

々
に
於
て
各

々
異
れ
る
固
有

の
性
情
あ
り
、
そ
の
性
情
は
國

々
の
特
調
と
な

つ
て
、
そ
れ

が
畫
の
上
に

現
は
れ
る
の
で
あ
る
、
畫
は
巴
里
に
學
ぶ
と
も
、日
本
人
は
矢
張
り
日
本
人

で
あ
る
か
ら
、
大
に
巴
里
で
修
養

し
た
筆

に
て
、
日
本
の
特
調
を
描
き
現

は
せ
ば

、
そ
れ
に
て
よ
い
と
思
ふ
。
巴
里
の
諸
先
生

の
筆

に
似
ぬ
と
も
、

こ
れ
等

に
懸
念

す
る
の
要
は
あ
る
ま

い
と
思

ふ
。
日
本
は
何
れ
で
學

ぶ
と

も
、
日
本
人
の
特
調

さ

へ
描

け
ば

そ
れ
で

よ
し
。
如
何

に
苦
心
し
て
も
、

困
難
し

て
も
、
巴
里
人
な
ら
ぬ
日
本
人
が
、
巴
里
の
サ
ロ
ン
に
出
品
し
て

、

巴
里
人

の
描

た
畫

と
少
し
も
違
は
ぬ
と

い
ふ
畫
は
必
ず
出
來
る
も
の
で
は

無

い
、
若
し
も
巴
里
人
と
等
し
き
畫

を
作

る
考

へ
な
ら
、
日
本
を
捨

て
ゝ

巴
里
人

に
な

ら
な
く
て
は
無
圖
か
し

い
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
、
何
を
苦

ん
で
巴
里
に
醉

ふ
の
で
あ
る
か
。
大
日
本
帝
國
民
で
あ
る
と

い
ふ
事
を
忘

れ
て
は
、
誠
に
困

る
の
で
あ
る
。
余
は
以
上
述
べ
た
る
點
よ
り
、
日
本
の

水
彩
畫

を
以
て
成
功
す
る
國
で
あ
る
事
を
自
覺

す
、
然
し
て
余

は
水
彩
畫

研
究

の
爲
め
歐
米
を
漫
遊

し
、
到
る
處

の
畫
堂
に
就

て
親
し
く
觀
察
し
、











又
は
到

る
處
の
風
土
人
情
宗
教
と

い
ふ
點
よ
り
、
又
更
に
悟

る
處
あ
り
て
、

自
覺

の
念
を
高
め
た
の
で

あ
る
。
歐
米

に
比
較

し
た
日
本
國
は
、
水

彩
畫

國
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
迂
愚
も
不
顧
し
て
聊
か
所
感
を
述

ぶ
讀

者
幸

に
高
見
を
寄

せ
て
余

の
愚
説
に
訂

正
を
給
は
ら
ば
余

に
と
り
て
は
眞

に
無

上
の
光
榮
で
あ
る
。
(
完
)

『
春
の
雪
』
説
明

T
、
　

0
、
　

生

圖
は
小
石
川
江
戸
川

の
所
見
で
船

と
雪
と
の
關
係
が
面
白
く
思
は
れ

た

の
で
羅
紗
紙

へ
描
い
て
見
た
の

で
あ
る
地
平
線
を
高
く
し
た

の
は

土
手
の
上
か
ら
見
下
し
た
故
で
又

船
の
あ
る
方

の
堤
の
上
が
複
雜

で

却
て
邪
魔
に
な
る
か
ら
で
あ
る
且

か
く
す

れ
ば
河
の
幅

も
廣
く
見
せ

る
事
が
出
來

る
色
は
枯
葉

の
黄

な

る
土
の
赭
き
等
ま
だ
澤
山
の
色
が

見
え
た

が
こ
の
や
う
な
圖
案
的

な

繪
に
は
簡
潔
を
尚
ぶ
も
の
で
あ

る
か
ら
僅

に
若
草
の
緑

と
船

や
樹

の
幹

の

暗
き
紫
と
の

二
色
を
用
ひ
た
に
過
ぎ
ぬ
描
寫

の
順

序
は
色
紙

の
上
に
輪
廓

を
と

つ
て
初
め
に
ホ
ワ
イ
ト
に
て
雪
を
描
き
乾

い
て
後
草
次
に
船

や
棧
橋

樹
幹

に
及
ぼ
す
の
で
緑
は
レ
モ
ン
エ
ロ
ー
に
ヱ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
を
混

ぜ
舟
や
幹

に
は
イ

ン
ヂ

ア

ン
レ
ツ
ド
に
オ
ル
ト
ラ

マ
リ

ン
を
混
せ
て
暗
紫

色
を
作
つ
た
の
で
あ
る

△

△

△

初
學
者

に
古
彩
本

を
寫
さ
し
む

る
は
何

の
効

か
あ
る
べ
き
、
宛

も
こ
れ

文
字
を
書
き
得
ざ
る
小
兒

に
手
紙
を
認
め
よ
と
い
ふ
に
同
じ
、
如
何

に

粗
惡

な
り
と
も
先
づ
自
ら
畫

く
事

を
學
ば
し
め
よ

(
ロ
セ
ッ
チ
の
畫

家
訓
練
法
)畫

に
志
し
て
得
た
る
顯

著

の
利
益

(
腦
病

の
全

治
)

予
が
半

生
の
經
歴
は
涙

の
歴
史
で

あ
る
終

に
十
餘

年
腦
病

の
人
と
な

つ
た
醫

治
も
受
け
た
參
禪

も
し
た

が
些
の
効
力
が
無

い
畫
に
志

し
て

か
ら
見
る
も
の
皆
樂
し
く
從
來
の

悲
觀

を
脱
し
て
極
て
樂
觀
の
暢
氣
の
性
格
に
い
つ
と
も
知
れ
ず
革
變
し
た

予
は
同
病
相
憐
の
情
か
ら
し
て
世
の
腦
病
者
に
彩
畫
の
郊
外
寫
生
を
御
勸

め
申
す
(
靜
遠
投
)

彦 寅 田 相　 等 一 和平


