
描
寫

の
方

法

大

下

藤

次

郎

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な
ま
な
ま

こ

の

頃

あ

る
雜

誌

に

日

本

人
の
繪

は

色

が

生

々

し

い

の

と
、又

混

ぜ

過

て

其

特

色

を

失

ふ

た

の

と

二

種

あ

つ

て
、眞

正

の

活

き

た

よ

い

色

の

出

て

ゐ

な

い

の

は
、パ

レ
ッ
ト
の

上

で

色

を

作

ら

ず

に
、
畫
面

で

や

る

か

ら

だ

と

い

ふ

や

う

な

意

味

の

事

が

書

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
や

は

い

て

あ

つ

た
。そ

れ

と

は

少

し

事

柄

は

異

ふ

が
、水

彩
畫

を

描

く

方

法

と

し

て
、あ

る

人

は

幾

度

も
畫

面

を

洗

つ

て

調

子

を

和

　

　

　

　

　

　

う
す

ら

げ

、あ

る

人

は

淡

い
繪

具

を

何

遍

も

塗

つ

て
對

象

と

同

じ

色

を

出

さ

ん

と

し
、又

は

紫

色

を

描

く

に
、最

初

に

赤

を

塗

り
、次

に

藍

を

塗

る

と

い

ふ

や

う

な

仕

方

で

其

目

的

を

達

し
、或

は

初

め

よ

り

其

二

色

を

パ

レ
ッ
ト
の

上

で

合

せ
、直

ち

に
畫

面

に

持

ゆ

き
、又

或

は

假

令

ば
橙

色

を

作

る
塲

合

に

赤

と

黄

と

交

互

に
點

若

く

は

線

を

以

て

紙

上

に

彩

り

其

色

を

合

成

す

る

の

も

あ

る
。屡

々
畫

面

を

洗

つ

て

描

く

方

の

例

と

し

て

は

タ

ー

ナ

ー

先

生

な

ど

も

其

一
人

で
、水

に

浸

し

て

其
繪

の

乾

く

迄

に
、他

の

作

に

筆

を

つ

け

る

と

い

ふ

風

で
、
一
時

に

四

枚

位

ひ

の
繪

を

描

い

た
、と

い

ふ

事

で

あ

る
。又

洗

は

ぬ

方

の

例

と

し

て

は
、名

は

忘

れ

た

が

英

國

の

名

家

で
、其

人

は
寫

生

を

す

る

に

も

パ

レ
ッ
ト

の

他

に

種

々
な

色

の

つ

い

た

紙

を

用

意

し

て

置

て
、先

其

紙

の

上

で

充

分

研

究

し

て
對

象

と

同

一
の

色

彩

を

作

り
、
後

初

め

て
畫

面

に

着

色

す

る

の

で
、
一
度
點

じ

た

色

の

上

へ
は
决

し

て

再

び

筆

を

つ

け

ず
、恰

も

モ

サ

イ

ク

の

そ

れ

の

如

く
、近

つ

い

て

見

る

時

は

醜

い

け

れ

ど
、相

當

の

距

離

で

見

れ

ば

色

が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

活

躍

し

て

ゐ

て

頗

る

立

派

で

あ

る

と

の

事

で

あ

る
。思

ふ

に
畫

面

を

洗

つ

た

り

幾

度

も

色

を

重

ね

た

り

す

る

時

は
、
繪
に

沈

静

は

あ

れ

ど

色

は

其

本

質

を

失

ひ
、濁

つ

て

死

λ

で

し

ま

ふ
。
こ

れ

に

反

し

て

パ

レ
ッ
ト
の

上

で

色

を

作

り
、
一
度

の

着

色

で

仕

上

る

時

は
、
繪
具

の

光

澤

も

充

分

で

鮮

で

は

あ

る

が
、輪

廊

が

硬

く

な

つ

て

し

つ

と

り

と

し

た

風

を

失

ふ

恐

れ

が

あ

る
。
夫
故

描
寫

の

方

法

は
、其

一
に

偏

す

る

事

な

く
、
對
象

に
應

じ

て

種

々

に

工

風

し
、
變
じ

て

ゆ

か

ぬ

ば

な

ら

ぬ

事

と

考

へ

る
。若

し

霧

の

朝

と

か
、曇

つ

た

日

の

如

く
、
穩
や

か

な
塲

合

を
寫

す

に

は
、洗
滌

若

く

は

重

潤

の

方

法

が

適

し

て

ゐ

る

で

あ

ら

う

が
、烈

々

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

た

る

太

陽

の

照

ら

さ

れ

て

ゐ

る

景
、又

は

華

や

か

な

夕

陽

と

か
、凡

て

鮮

麗

な

境

を
寫

す

に

は
、
パ

レ
ッ
ト
の

上

で

調

合

し

て

着

色

す

る

方

が

よ

い
。乍

併
、洗

つ

て

描

く

に

は

多

大

の

時

間

を

要

し
、
隨
て

一
牧

の
繪

を

飽

き

ず

に

仕

上

る

忍

耐

力

が

い
る

し
、



又

後

者

は
、よ

ほ

ど

熟

練

し

た

手

腕

で

な

く

て

は
、白

紙

に

一
度

着

色

し

て

こ

れ

に

最

後

迄

正

し

き

調

子

を

保

た

せ

る

と

い

ふ

事

は

出

來

ぬ

か

ら
。何

れ

に

し

て

も

初

學

の

人

に

は

困

難

な

る

業

で

あ

る
。夫

故

に
、私

は
描
寫

の

方

法

に

つ

い

て

は

極

め

て

自

由

な

考

で

諸

君

に

お

勤

め

す

る

の

に

も
、方

式

な

ど

に

は

あ

ま

り

に

重

き

を

置

か

ず
、只

其

目

的

物

を
寫

し

得

れ

ば

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み
づ
か

い

と

い

ふ

程

度

で

何

で

も

澤

山
寫

生

を

試

み
、最

も

便

利

な

方

法

を

自

分

自

ら

其
經
驗

に

よ

つ

て
發

見

せ

ら

れ

ん

事

を

希

望

す

る

の

で

あ

る
。

寫
生
用
遠
近
法

眞

野

紀

太
郎

〔
二
〕
　
路

上

の

人
(挿

圖
參

照
)

此

圖

は
單

に

人

に

限

ら

す
、電

柱

街

燈

の

類

に

も
應

用

さ

る

ゝ

こ

と

の

出

來

る
、同

一
の

高

さ

の

も

の
ゝ

遠

近

の

割

合

を

示

し

た

も

の

で

あ

る
。此

圖

に

て

は
畫

者

は

路

傍

に

在

て

三

尺

の

高

さ

と

見

倣

す
。そ

こ

で

假

に

A
、
B
、C

の
塲
處

に
、五

尺

の

高

さ

の

人

が

居

る

と

し

て

其

遠

近

圖

を

作

る

に

は

先

づ

水

平

線
H

、
L
を

引

て
、
畫
面

な

り

又

は
畫

面

外

な

り

へ
垂

線

を

作

り
、

畫
面

の

底

よ

り

水

平

線

迄

を

自

己

の

高

さ

三

尺

と

し

て
、其

割

合

で

人

の

高

さ

五

尺

即

ち

E
、F

を

得
、其

E
、F
點

か

ら

水

平

線

に

向

つ

て

斜

線

を
畫

き

G

鮎

に

結

合

さ

せ

る
。
か

く

定

尺

を

作

つ

て

置

て

後
、A

の

人

の

高

さ

を

知

る

に

は
、A

か

ら

Á

迄

線

を

引

き

Á
、
″
A

の

垂

線

を

作

り

、更

に
″A

よ

り

A
、
´
A

に
對

す

る

平

行

線

を

引

け

ば
、そ

の

平

行

線

の

間

即

ち

Á
、
″
A

間

の

幅

が
、

A

の
塲
處

に

居

る

人

の

五

尺

の

高

さ

と

な

る

の

で

あ

る
。
B
も

C

も

同

じ

方

法

に

よ

つ

て
畫

ぎ

現

は

す

事

が

出

來

る
。勿

論

此

圖

は

人

の

高

さ

を

同

一

と

見

て

作

つ

た

も

の

で

あ

る

か

ら
、實

地

に

臨

ん

で

は

多

少

の

相

違

を

生

ず

る

の

は

免

れ

ぬ
。只

こ

の

法

を

知

つ

て

ゐ

れ

ば
、添

景

人

物

が

大

き

過

た

り
、小

さ

過

た

り

す

る

や

う

な

失

策

は

せ

ぬ

で

あ

ら

う
。


