
あ

る

か

ら
、姑

ら

く

琴
臺

の

故

事

を

學

ん

で

深

く

は

論

ぜ

ず

に

置

か

ら
。

因

に

云

ふ
。
氏

が
畫

家

以

外

に

一
種

の

紀

行
文

家

と

し

て

低

か

ら

ぬ

地

位

を

占

め

て

居

ら

れ

た

一
事

も
、予

の

敬

服

し

た

一

つ

で

あ

る
。

門

外

漢

た

る

予

に

し

て

は

思

は

ず
絮

説

に

過

ぎ

た

か

も

知

れ

ぬ
。し

か

し

こ

れ

氏

の

葬

列

た

臨

み

得

な

か

つ

た

予

が
、
一

片

追

慕

の

至

情

か

ら

出

た

永

別

の
辭

で

あ

る
、
誄
辭

で

あ

る
。

 

 

 

 

 

 

 

コ

ス

モ

ス
咲
く

頃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織

 

 

田

 

 

一
 

 

磨

 

夏

の

強

い
、色

彩

か

ら

漸

く

遠

ざ

か

つ

て
、
や
ゝ
凉

し

い
、頃

に

な

る

と
、
自

然

は
、何

と

な

く

寂

蓼

の

感

じ

が
、加

は

つ

て
、春

の

季

節

と

は

全

く
、
反
對

の

現

象

に

な

る
、春

は
、冬

の

長

い

間

の

沈
默

の

後

を

う

け

て
、華

や

か

に

な

る

が
、秋

は

夏

の

強

い

色

彩

が
、段

々

と
褪

せ

て
、冬

の

暗

い

沈
默

に
、再

び
歸

る

仕

度

で
あ

る

か

ら
、自

然

も

從

つ

て

何

と

は

な

く
、物

悲

し

い
感

じ

に
滿

ち

て

來

る
、春

の

季

節

が
、若

い

女

の

よ

う

な
、華

や

か

な

淋

し

さ

な

ら
、秋

は

老

人

の

悲

し

さ

と

云

ッ

た

よ

う

な

調

子

で

あ

ら

う

 

東

京

の

町

端

れ

に
、背

の

高

い

コ

ス

モ

ス

の

花

が
、
ピ

ン

ク

色

や
、白

に
咲
き

出

す

の

も
、
此

頃

で

あ

る
、朱

い

燃

え

る
樣

な
、
ダ

リ

ア

の

花

に
、ど

こ

と

な

く

寂

し

さ

が

感

じ

ら

れ

る

の

も
、此

頃

で

あ

る
。

 

そ

う

し

て
、ち

よ

う

ど

コ

ス

モ

ス

の
、
咲
き

出

す

頃

は
、
灰
色

の

肌

寒

い

日

が
、毎

日

々

々
續

い

て
、人

々

の
腦

裏

に
、
一

種

の

哀

愁

を

起

さ

す

の
も

、此

頃
で

あ

る
、元

來

自

分

は
、
靜
な

自

然

が

好

き

で
、秋

の

曇

り

日

は
、其

内

で

も

殊

に

好

き

で

あ

る
、甲

高

い

百

舌

鳥

の

聲

の
、
透

る

空

も
、赤

蜻

蛉

の

翅

に
、白

く

露

の

玉

が

置

か

れ

て
、朝

の

光

線

が
、
キ

ラ
キ
ラ

と

露

の

む

ね

に

光

る

の

も

面

白

い
、黄

色

い

花

の
咲
く
雜

草

の

姿

や

、総

べ

て

秋

の

印

象

は
一

ッ

と

し

て
、自

分

の

氣

分

に

さ

か

ら

う

も

の

が

な

い
、全

く

佳

く
、調

和

さ

れ

て

居

る

と

思

ふ
、
四

季

の

内

で

、春

も
靜

か

で

あ

る

し
、冬

も

動

い

て

は

居

な

い

が
、春

や

冬

の
、自

然

に

は

秋

の



よ

う

に
、淡

い

悲

し

み

が

な

い

と

思

ふ
、

 

い

や

全

く

無

い

の

で

は

な

く
、惑

じ

方

が

異

ふ

の

で

あ

ら

う
、
例

へ

ば
、春

の

は

矛

盾

の

悲

し

味

と

す

れ

ば
、冬

の

は
、
壓

迫

の

悲

し

さ

と

で

も

い

ふ

の

で

あ

ら

う
、
と

こ

ろ

が
、秋

の

悲

し

さ

は
、
そ

う

云

ふ

の

と

異

ッ

て
、
只

何

と

は

な

し

に
、物

悲

し

い

の

で

あ

る
、西

行

法

師

の

歌

の

通

り
、「
心

な
き

身

に

も

哀

れ

は

知

ら

れ

け

り
、
鴫

立

澤

の

秋

の

夕

暮
」
と

で

も

い

ッ

た

よ

う

な
、悲

し

味

で

あ

る
、自

分

一

人

の
、感

情

か

ら

み

れ

ば
、
コ

ス

モ

ス

の

花

に

も
、此

の

歌

の

感

じ

は

充

分

に

あ

る

と

思

ふ
。

 

尤

も

自

分

に

は
、
こ

の

コ

ス

モ

ス

の

咲

く

頃

に

な

る

と
、思

出

が

澤

山

あ

る
、或

は

そ

ん

な
、
思

出

が

原

因

と

な

ッ

て
、秋

と

云

ふ

季

節

が
、悲

し

く

な

ツ

た

の

か

も

知

れ

な

い
、自

分

が

小

供

の

時
、母

の

死

ん

だ

の

も

や

は

り
、
こ

の

季

節

で
、其

時

に

自

分

の

家

の

園

に

は
、
一

面

に

コ

ス

モ

ス

が
咲
き
亂

れ

て

居

た
、母

は

長

の

病

氣

に
、細

く

痩

た

せ

躰

を

起

し

て

は
、
コ

ス

モ

ス

の

花

を

觀
た
、母

は

其

繊

弱

な
、花

を

愛

し

て

居

て
、毎

年
咲
き

の

を

樂

み

に

し

て

居

た

よ

う

で

あ

ッ

た
、
自

分

は

未

だ

小

供

で
、其

時

代

は

何

に

も

氣

に

掛

け

な

い

で

過

ぎ

た

が
、
母

が

死

ん

で

か

ら
、
コ

ス

モ

ス

を
觀

る

度

に
、淋

し

い

心

持

に

な

る

の
で

、
覺
え

て

い

る
、
こ

れ

が
、自

分

の

コ

ス

モ

ス

に
對

し

て

思

出

の

始

め

で

あ

ら

う
。

 

其

後
、自

分

は
繪

筆

を

持

ッ

て
、
一

生

を

藝

術

に
送
る

可

く
、東

都

に

出

て
半

生

の
、奮
鬪

的

生

活

に

入

ッ

た

の

も
、
コ

ス

モ

ス

の

頃

で

あ
ッ

た
、大

阪

を

出

た

自

分

は
、先

づ

赤

阪

の

或

る

下

宿

に
、起

伏

を

し

て

居

た
、
そ

の

折
り

隣

り

の

庭

に
、
コ

ス

モ

ス

が

咲
い

て

居

て
、雨

の

日

や

夕

暮

れ

の

空

に
、淡

い

花

の

影

を

眺

め

て
、
一
種

の

哀

愁

を
覺

え

た
。
こ

ん

な

印

象

が
、毎

年

コ

ス

モ

ス

の
咲
き

出

す

頃

に

な

る

と
、新

し

く

自

分

の
腦

裏

を

往

來

す

る
、秋

と

云

ふ

季

節

に

は
、何

物

よ

り

も

こ

の

花

の

聯

想

が
、
一

番

強

く

な

ッ

た
。

 

今

年

は

叉
、
コ

ス

モ

ス

の

思

出

が

新

し

く

加

は

ッ

た
、
其
れ

は
、大

下

氏

の

突

然

の

死

で

あ

る
、毎

年
、氏

の

死

に

就

て

悲

し

い

思

出

が
、自

分

の

胸

に

浮

み

だ

す

の

も
、
必

ず

コ

ス

モ

ス

の

頃

で

あ

ら

う
、殊

に
、
同

じ

藝

術

に

遊

ぶ

人

の

死

は
、
他

の

何

人

の

死

よ

り

も
、強

く

又

深

く
、自

分

の

胸

に

感

動

を
與

へ

て

居

る
。

 

死

と

云

ふ

自

然

の
運

命

が
、
何

故

に

悲

し

い

の

で

あ

ら

う

か
、其

れ

は

残

さ

れ

た

悲

し

味

と
、有

物

を
、無

く

し

た

悲

し

さ

と



同

時

に

來

る

悲

し

さ

で

あ

る
、併

し
、死

ん

で

行

く

人

の

心

は
、
む

し

ろ

苦

し

い

現

實

に
、
生

る

よ

り

も

死

の

幸
福

に
、
就

く

方

が

い
ゝ

か

も

知

れ

な

い
。
瞬

間

の
歡

樂

に

憧

れ

て

強

い

刺

激

を

求

め

つ
ゝ

生

き

て

居

る

我

等

が
、
心

の

裡

の

淋

し

さ

を

想

ふ

た

な

ら
、自

然

の

死

は
、
む

し

ろ

樂

か

も

知

れ

な

い
、大

下

氏

の

死

を
聽

く

と

同

時

に
、
こ

ん

な

感

想

が

自

分

の

胸

の

奥

に

浮

み

だ

し

た
。

 

あ
ゝ

自

分

が

死

の

命

を
、
自

然

か

ら

受

け

る

の

は
、
此

後

何

年

の

後

で

あ

る

だ

ら

う
、
其
れ

迄

に

は
、何

度

コ

ス

モ

ス

が
咲
い

て
、
冬

が

來

る

だ

ら

う
、
毎

年

々

々
、
自

分

の

コ

ス

モ

ス

に
對

す

る

思

出

は
、多

く

な

れ

ば

と

云

つ

て
、減

じ

る

こ

と

は

な

い

だ

ら

う
。

 

こ

と

し

も

自

分

の

庭

に

は
、
ピ

ン

ク

色

や
、白

の

コ

ス

モ

ス

が
、
咲
き
亂

れ

て
、
小

形

の

蝶

が
、
遊

む

で

居

る
、
灰
色

の

日

が

毎

日

々

々
續

い

て
、汽

車

や

電

車

の
、來

て

は

過

ぎ
、
過

ぎ

去

つ

て

は
、
又

來

る

の

と
、自

分

の

心

の

淋

し

さ

と
、妙

な
對

照

を

示

し

て

居

る
、自

然

は

今
、
紅

や

黄

色

の
、華

か

な

色

彩

に
、瞬

間

の
歡

樂

を

ゆ

め

み

て
、
再

び

沈
默

の
、暗

い

冬

の

季

節

に

入

る

の

で

あ

ら

ゆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
十
月

二
十

二
日
大
阪

に
於

て
稿
）

 
 
 
 
 
 
 
余

の

眼

を

惹

き
た

る

水

彩

の

小

品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山

 

縣

 

 
五
 
十
　

雄

 
數

年

前
、余

が
猶

ほ

萬

朝

報

記

者

な

り

し
間

、上

野

に

開

か

れ

た

或

洋
畫

展
覽

會

を

見

に

行

つ

た

時

に
、其
處

に

出

品

せ

ら

れ

た
數

多

き
畫
幅

の

う

ち

に
、特

に

余

の

眼

を

惹

き

つ

け

た

二

三

の

水

彩

の

小

品

が

あ

つ

た
、其

取

材

の

穏

か

に

し

て
、高
尚

な

る

其
運

筆

の

自

然

に

し

て

お

と

な

し

さ
、
其

色

彩

の

美

く

し

て

脱

俗

な

る
、
い

つ

れ

も

歎

美

に

値

へ

あ

る

も

の

が

あ

つ

た

が
、
と

り

分

け

て

余

を

感

服

せ

し

め

た
點

は
、此

等

の
畫

が
、
い
づ

れ

も

清

新

の

氣

と

温

雅

な

る

風

と

を
帶

び

て
、
觀
る

人

の

心

を

温

た

め
、
お

だ

や

か

に

し

て
、
且

つ

湧

然

と

し

て

美

の

感

念

を

起

さ

し

む

る

事

で

あ

つ

た
。余

は

そ

れ

等

の
畫

を
、
此

意

味

の


