
偉

大

な

る
畫

と

は

何

矢

代

幸

雄

抄
譯

 

 

 

 

 

 

 

 
一

普

通

世
間

で

高
尚

な

る

美

術

と

云

ひ
、下

等

な

る

美

術

と

云

ふ

で
區

別

を

し

て

居

る
。
此
區

別

は

随

分

漠

然

た

る

も

の

で

は

あ

る

け

れ

ど

も
、中

に

或

る

眞

理

を

含

ん

で

居

る
。或

物

が

只

美

し

い

と

云

ふ

丈

で

は

足

り

な

い
、同

し

美

と

云

ふ

中

に

も
、高

等
な

る

も

の

と

下

等

な

る

も

の

と

あ

つ

て
、
畫
家

は

自

分

々

々

何

か

美

を

表

は

し

は

し

て

居

て

も
、其
畫

家

中

に

自

か

ら

偉

大

な

人

と
平

凡

な

人

と

云

ふ

風

な
區

別

が

つ

い

て

行

く

様

だ
。此

事

を

ば

今

少

し

く

研

究

し

て

見

や

う

と

思

ふ
。哲

學

的

な

難

か

し

い

方

法

に

は

由

ら

ず

に
、極
平

易

に

解

説

し

て

見

度

い
。

一
、崇

高

な

る

題

目

を

撰

ぶ

こ

と
、
―
―

即

廣

き

趣

味

と

深

き

情

緒

を

含

む

思

想

を

題

日

と

す

る

事

で

あ

る
。
畫
の

偉

大

な

り

や

否

や

は

全

く

此

に

正

比

例

す

る
、
神
聖

な

る

事

を

題

目

と

す

る
畫

家

は

第

一

流

に

位

し
、偉

大

の

出

來

事

を
畫

き

し

者

は

第

二

流

に
、普

通

の

生

活

を

物

す

る

は

第

三

流

に
、而

し

て

罪

悪

や

暗

黒

面

を

好

み

て
畫

に

す

る

人

は

第

四

流

に

も
、第

五

流

に

も
、否
、極

底

に

位

す

可

き

で

あ

る
。是

は

何

と

云

ふ

て

も

否

定

は

出

來

ま

い
、自

分

の

感

じ

た

通

り

を
、表

は

せ

れ

ば
、其

で

よ

い

に

は
相

違

な

い

が
、
其

感

じ

方

の
徑

庭

を

奈

何

せ

ん

や

で

あ

る
、而

し

て

藝

術

で

あ

る

以

上
、
神
聖

な

物

に
觸

れ

る

ま

で

行

つ

た

者

を

第

一

に

推

す

は

詮

方

な

き

事

で

は

な

い

か
、ウ

オ

ヅ

オ

ー

ス

機

微

を

穿

つ

と
雖
も

、誰

か

彼

を

ダ

ン

テ

に

比

し

ゲ

ー
テ

に

比

し

シ

エ

ク

ス

ピ

ー

ヤ

に

比

す

る

も

の

が

あ

ら

う
、此

所

に

注

意

す

可

き

は

其

撰
擇

が

眞

摯

な

心

の

底

か

ら

出

た

も

の

で

な

く

て

は

い

か

ぬ
、世

上

に

宗

教
畫

家

や
、歴

史
畫

家

が

澤

山

に

居

る

が
、残

念

な

事

に

は

此

眞

面

目

な

所

を

欠

い

て

居

る
、實

際

彼

等

は

眞

に
、此

高
尚

な

美

術

を

解

し

て

居

る

の

だ

ら

う

か
、自

分

の

見

る

所

よ

り

す

れ

ば

其

多

く

は

己

が

虚

榮

心

を

イ

ン

ス

ピ

レ

ー

シ

ヨ

ン

と

間

違

ひ

自

分

の

野

心

を

精
神

か

偉

大

な

り

と

己

惚

れ
、
且

眞

の

理

想

が

分

り
樣

筈

が

無

い

の

で

勝

手

な

理

想

を

作

つ

て

喜

ん

で

居

る

に

過

ぎ

な

い
樣

に

見

え

る
。

其

か

ら

叉

眞

面

目

た

る
と

同

時

に

亦

其

撰
擇

が

警
拔

で

な

く

て

は

困

る
、眞

の

大

人

物

の

精
神

を

も

解

り

難

ね
、偉

大

な

る



事

件

に

遭

ひ

な

が

ら

其

意

氣

を

悟

れ

る

頭

の

な

い
者

は

自

分

は

是

に

も

大

美

術

と

努

力

し

て

も

要

す

る

に

大
畫

家

た

る

事

は

出

來

な

い

の

で

あ

る
。斯

る

人

は

寧

ろ

身

の

程

を

知

つ

て
、自

然

界

の

現

象

を

模
寫

で

も

し

た

方

が

得

策

だ

ら

う
。

畫
家

が
畫

の

題

日

を

撰
擇

す

る

に

仲

々

其

勝

手

に

は

行

か

ぬ

も

の

で

、非

常

に

時

代

の

影

響

と

需

要

の

傾

向

と

に

支

配

せ

ら

れ

る
、故

に

斯

る

場

合

に

其
畫

を

判
斷

す

る

に

は
、
―
―

即

其

作

者

の

高

下

は
、
―
―
畫

者

が

其

定

め

ら

れ

た

る

題

目

を
、如

何

に

取

扱

ひ
畫

き

こ

な

し

た

か

に

依

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

斯
樣

考

へ

て

來

る

と
、結

論

は

次

の

如

く

に

な

る
、
「高
尚

な

る

美

術
」

の

特

性

の

一

た

る

撰
擇

の

高
尚

な

る

事

は

「題

目

の

撰

擇」に

顯

は

る
ゝ

と

同

時

に
、亦
「題

目

の
畫

き

こ

し

方
」
に

も

顯

は

れ

る
、換

言

す

れ

ば
、
畫
中

の

人

物

の

思

想

を

遺

憾

な

く
畫

き

出

す

事

が

第

一
で

あ

つ

て

此

技
倆

あ

り

て

こ

そ
、
畫
家

は
、
最

も

高
尚

な

り

と

云

は

る

る
こ
と
が

出

來

る

の

で

あ

る
、若

し

斯

る

技
倆

な

く

し

て
、
且

其

構

圖

如

何

と

か
、人

物

の

排

置

と

か

に

ば

か

り

氣

を

揉

み

て
、如

何

し

た

ら

世

間

に

氣

に

入

ら

れ

る
畫

が

出

來

る

か

と

苦
勞

を

な

し

て

居

る
樣

な
畫

家

に

取

つ

て

は
、思

想

を

傳

へ
、
精
神

を
寫

す

等

は

分

外

の

慾

で

あ

つ

て
、到

底

撰

び

た

る

題

目

の

眞

意

味

に

入

る

こ

と

は

出

來

な

い
、寧

ろ

お

と

な

し

く

、分

相
應

な

所

に

止

る

が

宜

し

い
、斯

う

云

ふ

た

所

が
畫

で

あ

る

以

上
、精
神

を

傳

へ

る

は

第

一
義

な

り

と

云

ひ

な

が

ら
、其

他

の

取

柄

も

必

ず

有

る

可

き

で
、
畫
家

の

技
倆

俊

秀

は

此

所

に

表

は

れ

る
、美

し

く
畫

く

事

も

出

來

ず
、
繪

の

具

の

用

ひ

こ

な

せ

な

い

で

は
、
畫
家

と

云

ふ

こ

と

も

出

來

な

い
、況

ん

や

偉

大

な

題

目

を

つ

か

む

等
、思

ひ

も

寄

ら

ぬ
、只

傳
神

の
才

を

具

へ

た

者

が
、斯

る

技
倆

を

得

た

曉

に

始

め

て
、
自

ら

は

知

ら

ず

し

て

撰

ん

だ

題

目

に

深

き

高

き

感

情

を

見

出

し

之

を

己

が

心

を

通

し

て

更

に

雄

渾

な

る

も

の

と

す

る

左

が

出

來

る

の

で

あ

る
、前

述

の

様

に
畫

題

の

精
神

を

ば
、躍

ら

せ

る

ば

か

り

に

傳

へ

る

と

同

時

に
、其

作

の

隅

か

ら

隅

に

到

る

ま

で
、
一
片

漫

り

に

す

る

所

な

く
、
畫
家

と

し

て

の

技
倆

を

充

分
發

輝

し

て

居

る

の

は
、古

來
、實

に
寥

々
、只

古

く

し

て

は
、ラ

フ

ァ
イ

ル

以

前

の

諸

名

家
、
近

く

し

て

は
、所

謂
、
ラ

フ

ァ
イ

ル

前

派

の

諸
畫

伯

の

み

で

あ

る
。特

に

ハ

ン

ト

が
「
此

世

の

光
」
な

る
畫

は
、傳
神

の

術

と

云

ひ
、技
倆

と

云

ひ
、古

今

未

曾

有

の

物

と

自

分

は

信

ず

る
。

偖、ラ
フ

ァ
イ

ル

以

後

の
畫

家
、
及
、近

代

の

似

而

非

な

る

高
尚

な

る
（題

目

を

撰

ぶ
）
畫
家

に

は
、
二

つ

の

大

き

な

誤

り

が

あ

つ

て
、
二



派

に

分

れ

て

居

る
樣

に

思

ふ
、即
（
A
）
畫
の

技
倆

を

重

じ

た

る
爲

に

傳
神

術

の

大

切

な

る

を

忘

れ

た

る

も

の
（
B
）其

と

反
對

に

精
神

を

傳

ふ

る

の

み

を

力

め

て
、
畫
と

し

て

の

技
倆

を

忘

れ

た

る

も

の
。

（
A
）

技
倆

に

重

き

を

置

き

て
、精

神

を

忘

れ

た

る

も

の
、
―
―

ベ

ニ

ス

派

の
畫

に

最

も

明

か

に

表

は

れ

て

居

る
、尤

も

極

め

て
、平

淡

に

や

つ

て

あ

る

の

で
嫌

味

は

ち

つ

と

も

な

い
、此

派

の
畫

家

は
、精
神

を

傳

ふ

る

事

は
、
全

く

輕

じ

て
、
只

形
體

と

か
、色

彩

と

か
、
外

形

上

の

眞

を

捕

へ

ん

に

汲

々

と

し

て

居

る
。ポ
ー

ル

ベ

ル

ニ
ー

ス

に
、ア

グ

ダ

レ

ン

が

耶

蘇

の

足

を

洗

ふ

て

居

る
畫

を

か
ゝ

せ

た

ら
、き

つ

と
全

く
平

氣

な

顔

を

し

て

居

る

人

を
畫

い

て

丁

度
、
下

僕

が

主

人

の

足

を

洗

ふ

て

居

る

所

其

儘

の

様

に

や

つ

て

の

け

る

で

あ

ら

う
、
偖
、
此
樣

な

や

り

方

の

善

い

か

悪

い

か

を

論

ず

る

は

止

め

て

今

は

ベ

ニ

ス

派

の

作

物

は
、最

高

の

美

術

精
神

を

傳

へ

る

美

術

の
中

に

は
、入

れ

ら

れ

ぬ

と

去

ふ

と

丈

を

認

め

て

く

れ
ゝ

ば

よ

ろ

し

い
、し

か

し
、普

通

此

誤

り

は

も

つ

と
、精

微

な
、
而

も
、も

つ

と
、危
險

な

風

に

犯

さ

る
ゝ

の

で

あ

る
、
畫
家

は
、自

ら
「自

分

は

今

精
一

杯

や

つ

て

居

る
、其

題

目

を

高
尚

な

る

も

の

と

せ

ん

爲

に
、
畫

の

規

則

原

則

を

着

々

守

り
、正

確

な
、
科

學

的

智

識

を
應

用

し
、（自
稱

な

が

ら
）
理

想

的

な

美

を

ば

其

中

に

注

い

で

居

る
」と

思

ひ

込

ん

で

居

る

が

是

は
、其

實
、自

ら

詐

り

て

居

る

の

で
、實

際

は
、自

分

の

虚

榮

自

惚

の

爲

に
、題

目

を

犠

牲

に

し

て

し

ま

つ

て
、
畫
の

生

命

と

す

る
、眞

を

も

失

ひ
、品

位

を

も

失

ひ
、感

動

さ

す

威

を

も

失

ひ

て
、得

る

所

は

只
、面

白

い

線

と

か
、
畫
が

一
寸

氣

が

き

い

て

見

え

る

と

云

ふ

丈

で

あ

る
。

(
B
）

精
神

を

傳

ふ

る

に

努

め

て
、
畫
と

し

て

の

技
倆

を

忘

れ

た

る

も

の
、
―
―

是

と

て

も

亦

一
種

の

自

惚

虚

榮

か

ら

出

た

も

の

くで

あ

る
。近

世

の

ド

イ

ツ

の
畫

の

大

部

分

は

此

に

属

し

て

居

る
、
畫
家

は

只

高
尚

な

精

紳

を

有

つ

て

居

る

と

云

は

れ

度

さ

に

自

か

ら

美

術

の

普

通

の

長

所

を

輕

蔑

す

る

風

を

粧

ひ
、自

尊
獨

り

高

し

と

し

て

ゐ

る
、自
身

の

想

像
、感

情

ば

か

り

を

見
、周
圍

の

眞

實

の

事

實

を

見

る

を

肯

ぜ

ず
、自

分
獨

り

は
、所

謂
、
や

さ

し

き

情

操
、け

だ

か

き

敬
虔

の

中

に

住

む

で

る

と

思

ふ

て

居

る

何

ぞ

知

ら

ん
、是

只
、自

惚

鏡

に
寫

り

た

る

己

が

有

り

ふ

れ

た

性

質

の

弱
點

に

過

ぎ

な

い

の

で

あ

る
。

し

か

し

此

所

に

毛

色

の
變

つ

た

の

が

あ

つ

て

随

分

眞

面

目

な

作

家

中

に

も

此

誤

り

を

し

て

ゐ

る

の

が

あ

る
。自

分

は
、或

程

度

ま

で
、精
神

を

傳

へ

る

事

は

出

來

る

が
、同

時

に
、素
敵

な

技
倆

の

俊

秀

を

占

む

る

に

は

到

底

力

が

足

り

な

い

と

悟

つ

て

思



ひ

切

り

よ
く

他

の

方

面

の

努

力

は
盡

く

捨

て
ゝ

し

ま

ひ
、
畫

の
資
格

と

し

て
、輕
視

出

來

な

い
、
點
や

線

を

粗

末

に
、且

不

注

意

に

や

り

飛

ば

し

て

專

心
、精
神

を

傳

ふ

る

に

計

り

懸

命

に

努

力

し

て

居

る
、
一
方

に

斯

様

な

の

が

有

る

か

と

思

へ

ば

他

方

に

は

亦

一

群

の

學

者

肌

の
畫

家

が

あ

つ

て
畫

の

技

術

的

の
價

値

は

却

て
觀

者

の

注

意

を

外

に

引

く

か

ら
、精
神

を

傳

ふ

る

に

害

あ

り

と

な

し

て

殊

更

に
灰

色

が

か

つ

た
畫

を

作

り
、
明

暗

陰

影

ま

で

朧

ろ

げ

に

し

て
、
己

が

考

の

純

潔

な

る

を

示

さ

ん

と

試

み

て

居

る
。
是

等

二

種

の
畫

家

は
、
心

は

正

し

い

が
、随

分

偏

狭

な

考

へ
を

持

つ

て

居

て
、残

念

な

が

ら
「自

か

ら

知

り

つ
ゝ

虚

偽を
畫

く

は
决

し

て

許

す

可

ら

ざ

る

罪

な

る
」
こ

と

を

忘

れ

て

居

る

様

に

思

ふ
、自

分

等

が

清

新

と

か
、威

嚴

と

か
、手

加

減

と

か

思

ふ

て

居

る

も

の

も

少

し

自

然

に

注

意

し

て

居

る

者

か

ら

見

れ

ば
、厚

か

ま

し

き

虚

飾

虚
偽

に

過

ぎ

な

い

こ

と

を

知

ら

な
い

で

居

る

の

だ
、婦

人

の

顔

を
畫

い

て
、眞

摯

な

表

情

を

さ

せ

や

う

と

其

頬

を

ば
、落

付

い

た

灰

色

に

塗

り

立

て

た

所

で
、叉

聖

人

の

姿

を

物

し

て
、敬
虔

な

感

じ

を

起

さ

せ

や

う

と
、
畫
を

全
體

日

の
當

ら

ぬ

沈

重

な

色

ば

か

り

に
し

た

所

で
、
心

あ

る

人

の

目

に

は

一

目

瞭

然

何

に

も

よ

き

感

じ

を

與

へ

や

し

な

い
。

然

し

な

が

ら

少

し

安

心

な

こ

と

に

は
、實

際
、大
畫

家

た

る

可

き

人

は
、斯
樣

な

誤

謬

に
陷

つ

て

居

な

い
、眞

實

に

色

彩

を

用

ゐ

る

人

は
、
之

を

輕

む

ず

る

や

う

な

ま

ね

は

せ

ぬ
、
上

に
擧

げ

た

挑
發

的
畫

家

や
、學

者

風

の
畫

家

は
、其

の
畫

風

の

撰

び

方

が
間

違
つ

て

居

る

と

普

通

考

へ

ら

れ

る

け

れ

ど
、實

は

一
體

自

分

が
畫

を

か

け

る

と

思

ふ

だ

け

が

抑

々
僭
越

な

次

第

な

の

で

彼

等

は

其

實
、
繪
畫

に

干

は

る

資

格

は

無

い
、其

中

の

或

者

は

彫

刻

を

や

つ

た

ら

成

功

し

た

か

も

分

ら

な

い
、
が

其

大

部

分

は

何

か

外

の

實

際

的

な

慈

善

事

業

に

も

身

を

委

ね

て
、其

直

き

に

情

に

馳

せ

る

特

性

や
、温

和

な

傾

向

を

利

用

し

た

方

が

宜

う

し

い
、人
體

の

美

を
畫

い

て
、其

色

彩

を

惜

ん

だ

り
、景

色

を
畫

い

て
、其

光

線

を

不

充

分

に

し

た

り
し

て

は
、美

術

に

關

係

す

る
價

値

は

な

い

の

で

あ

る
。


