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水
墨
画
と
言
う
と
モ
ノ
ク
ロ
な
絵

を
想
像
し
ま
せ
ん
か
？
今
回
取
材
し

た
中
国
水
墨
画
「
龍
の
会
」
で
は
モ

ノ
ク
ロ
作
品
だ
け
で
な
く
、
色
鮮
や

か
な
作
品
（
墨
彩
画
）
も
描
く
サ
ー

ク
ル
で
す
。

中
国
水
墨
画
「
龍
の
会
」
は
、
平

成
８
年
谷
戸
公
民
館
の
主
催
講
座

「
中
国
水
墨
画
入
門
講
座
」
の
受
講

者
有
志
に
よ
り
発
足
。
現
在
の
会
員

人
で
毎
週
水
曜
日
に
活
動
し
て
い

16ま
す
。
先
生
が
手
本
を
描
く
と
き
は
、

全
員
が
机
の
周
り
に
集
ま
り
、
熱
心

に
先
生
の
手
元
を
見
つ
め
ま
す
。
ま

た
、
年
に
２
回
の
作
品
展
示
を
行
う

な
ど
み
な
さ
ん
と
て
も
意
欲
的
に
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

水
墨
画
を
描
き
始
め
て
５
年
の
鶴

田
さ
ん
は
、「
墨
の
濃
淡
の
魅
力
に
惹

か
れ
ま
し
た
。
今
年
は
実
際
に
中
国

の
桂
林
に
行
き
、
絵
を
描
い
て
く
る

事
が
楽
し
み
で
す
」。

会
員
の
鈴
木
さ
ん
は
水
墨
画
の
魅
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う
め
の
市

総
持
寺
参
道

西
東
京
市
で
は
、
総
持
寺
の
境
内

で
、
６
月
６
日

、

日

、

日

（土）

11

（木）

16

、

日

、

日

の
５
日
間
、
う

（火）

21

（日）

26

（金）

め
の
市
が
開
か
れ
、
梅
干
や
梅
酒
に

使
う
青
梅
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
１
と
６
の
日
取
り
は
、

江
戸
末
期
以
降
に
田
無
で
行
わ
れ
て

い
た
六
斎
市
の
名
残
り
で
す
。

ろ
く
さ
い
い
ち

梅
の
露
店
は
、
川
越
市
今
福
か
ら

き
た
と
い
う
北
田
さ
ん
、
こ
の
市
に

出
て

年
に
な
り
ま
す
。

61
北
田
さ
ん
が
店
を
出
し
始
め
た
頃

は
、
青
梅
街
道
沿
い
で
し
た
が
、
次

第
に
多
く
な
る
車
に
街
道
か
ら
総
持

寺
の
境
内
に
移
り
、
山
門
が
完
成
し

て
か
ら
は
現
在
の
よ
う
に
参
道
に
場

所
を
移
動
し
ま
し
た
。

鮮
や
か
な
緑
と
甘
酸
っ
ぱ
い
独
特

の
香
り
が
、
あ
た
り
一
面
に
た
だ

よ
っ
て
い
ま
す
。

貫
井
果
樹
園

（
市
内
農
家
）

親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
、
果
樹
園

を
経
営
さ
れ
て
い
る
二
代
目
の
貫
井

正
彦
さ
ん
に
、
梅
づ
く
り
に
つ
い
て

お
聞
き
し
ま
し
た
。

梅
は
、
用
途
も
広
く
、
梅
酒
や
梅

干
、
ジ
ャ
ム
な
ど
に
活
用
さ
れ
、
ア

ル
カ
リ
性
食
品
と
し
て
も
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

Ｑ
１

梅
を
栽
培
す
る
の
に
苦
労
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
？

Ａ

花
粉
が
な
い
と
実
が
つ
か
な
い

た
め
、
交
配
を
す
る
時
の
天
候
が

気
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
２

消
毒
は
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

Ａ

で
き
る
だ
け
無
農
薬
に
近
い
状

態
で
栽
培
し
た
い
の
で
、
年
間
１

～
２
回
で
す
。

Ｑ
３

収
穫
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て

い
ま
す
か
？

Ａ

手
作
業
で
す
。
機
械
で
の
方
法

も
あ
り
ま
す
が
、
実
が
痛
む
の
で

使
用
し
て
い
ま
せ
ん
。

Ｑ
４

収
穫
の
時
期
と
収
穫
量
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ

５
月
下
旬
か
ら
６
月
初
旬
で
、

年
間
３
～
４
ト
ン
で
す
。

Ｑ
５

収
穫
さ
れ
た
も
の
は
、
ど
の

よ
う
に
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

Ａ

ほ
と
ん
ど
が
市
場
に
出
荷
し
て

い
ま
す
が
、
若
干
、
自
宅
で
直
売

も
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
６

梅
の
種
類
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

Ａ

関
東
で
は
、
白
加
賀
（
し
ろ
か

が
又
は
、
し
ら
か
が
）
が
多
く
収

穫
さ
れ
て
い
る
。
用
途
は
、
梅
酒

に
適
し
て
い
ま
す
。
ま
た
関
西
で

は
、
南
高
が
多
く
収
穫
さ
れ
、
用

途
は
、
梅
干
に
適
し
て
い
ま
す
。

実
の
大
き
さ
は
、
小
さ
い
割
に
果

肉
が
多
く
、
実
が
大
き
く
な
る
に

つ
れ
て
、
赤
味
が
さ
し
て
き
ま
す
。

Ｑ
７

梅
の
大
き
さ
は
味
に
関
係
し

ま
す
か
？

Ａ

味
に
大
き
さ
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
大
き
い
方
が
果
肉

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
値
段
が

高
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
種
の
大
き
さ
は
、
実
の

大
き
さ
に
関
係
な
く
ほ
と
ん
ど
変

わ
り
ま
せ
ん
。

梅
酒

（
材
料
）

青
梅
１
㎏
、
氷
砂
糖
（
青
梅
の

％
）

ｇ
、ホ
ワ
イ
ト
リ
カ
ー

50

500

（
果
実
酒
用
・

度
）1
・
8
渥

35

①
梅
は
、
洗
っ
て
水
け
を
ふ
き

取
り
、
な
り
口
の
黒
い
部
分
は

竹
串
で
と
り
ま
す
。
保
存
び
ん

に
梅
と
氷
砂
糖
を
交
互
に
入
れ
、

ホ
ワ
イ
ト
リ
カ
ー
を
静
か
に
注

ぎ
入
れ
、
ふ
た
を
し
ま
す
。

②
光
の
入
ら
な
い
涼
し
い
場
所

に
保
存
し
ま
す
。
漬
け
た
当
初

は
、
梅
は
沈
ん
で
い
ま
す
が
、

約
１
ヵ
月
程
度
で
色
が
変
わ
り
、

浮
い
て
き
ま
す
。

③
梅
は
、
漬
か
る
に
つ
れ
て
沈

み
、し
わ
が
で
て
き
ま
す
。
３
ヵ

月
た
っ
た
頃
か
ら
飲
め
ま
す
が
、

こ
く
の
あ
る
梅
酒
を
味
わ
う
に

は
、
１
年
ま
ち
ま
し
ょ
う
。

梅
ジ
ャ
ム

（
材
料
）

梅
酒
の
梅

約

個
（
種
を
除

20

い
て

ｇ
）、
水
２
カ
ッ
プ
、
砂

500

糖

ｇ
、
レ
モ
ン
汁
殻
個
分

150
①
梅
は
さ
っ
と
洗
い
、
水
を
加

え
て
火
に
か
け
、
煮
立
っ
た
ら

火
を
弱
め
て
、
さ
ら
に

分
煮

20

る
。

②
果
肉
が
柔
ら
か
く
な
っ
て
ほ

ぐ
れ
て
き
た
ら
、
木
じ
ゃ
く
し

で
つ
ぶ
す
よ
う
に
し
て
種
を
取

り
出
す
。

③
万
能
こ
し
器
で
、
裏
ご
し
し
、

ふ
た
た
び
な
べ
に
も
ど
す
。

④
砂
糖
と
レ
モ
ン
汁
を
加
え
、

混
ぜ
な
が
ら

分
程
度
煮
つ
め

10

る
。

力
を
、
上
手
い
下
手
関
係
な
く
趣
味

と
し
て
続
け
ら
れ
る
こ
と
だ
と
言
い

ま
す
。「
先
生
の
手
本
に
合
わ
せ
て
絵

の
具
の
配
合
を
す
る
が
、
そ
の
色
を

作
る
作
業
が
と
て
も
難
し
い
。
イ

メ
ー
ジ
し
た
色
に
近
づ
け
る
た
め
に

何
度
も
や
り
直
す
こ
と
も
あ
る
ん
で

す
」
と
。
公
民
館
だ
よ
り
が
き
っ
か

け
で
入
会
し
た
成
田
さ
ん
は
「
水
墨

画
と
言
う
と
日
本
の
水
墨
画
の
よ
う

に
墨
の
濃
淡
だ
け
で
描
く
も
の
を
想

像
し
て
い
た
が
、
中
国
水
墨
画
は
色

を
つ
け
る
こ
と
に
最
初
は
驚
き
ま
し

た
。
で
も
今
は
色
を
つ
け
な
い
と
落

ち
着
か
な
い
程
、
中
国
水
墨
画
の
虜

な
ん
で
す
」
ま
た
、
会
の
仲
間
と
美

術
館
め
ぐ
り
な
ど
を
す
る
の
が
楽
し

み
だ
そ
う
で
す
。

会
の
講
師
で
あ
る
劉

り
ゅ
う

偉
先
生
は
中

い

国
広
西
省
の
出
身
。
温
厚
な
人
柄
で

会
員
か
ら
の
信
頼
も
厚
く
、
毎
回
熱

心
な
指
導
を
続
け
て
い
ま
す
。

会
の
代
表
、
加
藤
さ
ん
は
会
の
展

望
と
し
て
、「
年
２
回
の
展
示
を
続
け

て
い
き
た
い
で
す
。
そ
し
て
絵
を
描

き
に
来
る
だ
け
で
な
く
会
員
相
互
の

親
睦
を
図
る
の
も
会
の
目
的
な
の
で
、

こ
れ
か
ら
も
み
ん
な
で
仲
良
く
水
墨

画
を
描
い
て
い
き
た
い
」
と
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

只
今
、
会
員
募
集
中
。

連
絡
先

加
藤
緯

・
９
４
１
０

422

梅
雨
の
季
節
は
、
梅
の
収
穫
の
時
期
で
す
。
総
持
寺
で
開
か
れ
て
い
る
「
う

め
の
市
」
と
梅
栽
培
を
し
て
い
る
市
内
農
家
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。1991年６月６日 総持寺境内
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