
み
づ

ゑ

　

第

八

十

五

明

治

四

十

五

年

三

月

三
日
發
兌

西

洋
畫

の
觀

方

故

大

下

藤

次

郎

本

篇

は

大

下

君

が

生

存

中
、
予

の
雜

誌
『
文

學

界
』
の

爲

に
、
該

誌

の

速

記

者

に

口

授

せ

ら

れ

し

も

の
、故

人

を

忍

ば

ん

が

爲

に
、今

之

を
譯

出

し

て
、
君

の

紀

念

の
『
み
づ

ゑ
』
に

寄

す
。峯

間

庶

水

識
す
。

近

頃
繪
畫

の

展
覽

會

が
、大

分

盛

ん

に

な

り
、
殊

に

西

洋
畫

に

就

い

て

は
、彼

の

邊

鄙

な

地

方

ま

で

も
、之

を
觀

る

機

會

が

多

く

な

る

や

う

に

な

つ
た

。
無

論

地

方

に

は
、
展
覽

會

と

い

ふ

や

う

な

も

の

は
、
さ

う

度

々

は

な

い

が
、智

識

の

普

及

に

連

れ

て
雜

誌

が

ど

ん
ど
ん

地

方

に

這

入

る
。其

の
雜

誌

の

口
繪

が
、多

く

西

洋

風

の
繪

で

あ

る

の

で
、
そ

れ

で

地

方

に

居

つ

て

も
、
西

洋
畫

に

目

を
觸

れ

る

機

會

が

多

い

の

で

あ

る
。
此

れ

等

の

影

響

で

も

あ

ら

う

が
、
地

方

の

青

年

側

で

は
、水

彩
畫

を

弄

ふ

も

の

が

段

々

に

多

く

な

つ

て

來

て
、私

共

の
發

行

し

て

居

る
雜

誌
「
み
づ

ゑ
」は
、大

分

此

の

方

面

に
歡

迎

さ

れ

て

居

る
。

水

彩
畫

は
、無

論

西

洋
畫

に
相
違

な

い

が
、併

し
、西

洋
畫

の

本

色

は

寧

ろ

油
繪

に

あ

る

の

で
、西

洋

の

方

で

は
、油
繪

が

素

晴

ら

し

い

勢

力

を

有

つ

て
、居

つ

て
、水

彩
畫

の

方

は

そ

れ

程

で

は

な

い
、
處
が
、
日

本

は

之

に

反

し

て
、油
繪

も

有

る

け

れ

ど

も
、
水

彩

畫
が

一
番

勢

力

を

有

つ

て

居

る
。
此

れ

は

何

う

い

ふ
譯

か

と

い

ヘ

ば
、水

彩
畫

は

同

じ

西

洋
畫

で

あ

る

け

れ

ど

も
、油
繪

よ
り

か

比

較

的

日

本
畫

に

近

い

の

で
、自

然

日

本

人

の

趣

味

に

合

ふ

所

が

有

ろ

爲

で

あ

ら

う

と

思

ふ
。故

に

嚴

格

の

意

味

か

ら

云

へ
ば
、
日

本

人

の

目

に

多

く
觸

れ

る

西

洋
畫

は
、純
粹

の

西

洋
畫

で

は

な

く

し

て
、半

ば

日

本

化

し

た

西

洋
畫

と

も

云

ひ

得

る

の

で

あ

る
。實

際

又
雜

誌

の

口
繪

な

ど

は
、西

洋

風

で

は

あ

る

も

の
ゝ

、純
粹

の

西

洋

風

と

い

ふ

こ

と

は

出

來

な

い
。併

し
、
純
粹
・



不

純
粹

は

且

ら

く

措

い

て
、西

洋

風

の
繪

が
、多

く

日

本

人

の

目
に
觸

れ

る

や

う

に

な

つ

て

來

れ

こ

と

は

事

實

で

あ

る
。
目

處
で
、
さ

う

い

ふ

や

う

に
、
西

洋
畫

が

盛

ん

に
、地

方

人

の

目

に

も
觸

れ

る

機

會

が

多

く

な

つ

て

來

れ

が
、併

し
、
之

を
觀

る

地

方

人

は
、
何

う

も

西

洋
畫

は

我

々

に

分

ら

ぬ

と

い

ふ

人

が

多

い
。
如

何

に

も

此

れ

は

尤

も

な
譯

で
、
な

ま

じ

つ

か

分

る

と

い

ふ

人

が

怪

し

い

の

で
、分

ら

ぬ

と

い

ふ

人

は

實

際

正

直

な

の

で

あ

る
。何

故

と

い

ヘ

ば
、此

の

西

洋
畫

を
觀

る

人

は
、從

來

皆

日

本
畫

を

見

慣

れ

て

居

る

の

で
、詰

り

其

の

日

本
畫

を

標

準

と

し

て
、
觀
る

か

ら

分

ら

ぬ

の

で

あ

る
。
日

本
畫

の

立

場

を

離

れ

て
、
西

洋

畫
の

立
場

を

了

解

し

て
觀

れ

ば
、
分

ら

ぬ

筈

は

無

い

の

で

あ

る

が
、
目

の

習

慣

は

致

方

の

無

い

も

の

で
、
西

洋
畫

が

分

ら

ぬ

と

い

ふ

の

は
、全

く

無

理

の

な

い

正

直

な

告
白

で

あ

る
。

日

本
畫

は

古

人

の

粉

本

を

土
臺

に

し

て
、
そ
れ

に
對

し

て

筆

力

が

何

う

で

あ

る

と

か
、氣

韻

が

何

う

で

あ

る

と

か
、
と

い

ふ
觀

方

を

す

る

が
、
西

洋
畫

は

直

に
「自

然
」
に
就

い

て
、
そ

の

心

持

が

能

く

現

は

れ

て

居

る

と

か
、
此

れ

は

何

を
畫

い

て

居

る

と

か
、
と

い

ふ

や

う

に
觀

る
。
ざ

つ

と

言

ヘ

ば
、日

本
畫

と

西

洋
畫

と

は
、斯

う

い

ふ

風

に
觀

方

が
違

ふ

が
、例

ヘ

ば
、其

の

何

を
畫

い

て

あ

る

か
、何

う

い

ふ

心

持

を
畫

い

て

あ

る

か
ゞ

、分

る

に

し

て

も
、夫

れ

だ

け

で

は

矢

張

西

洋
畫

の

善
惡

が
、分

ら

ぬ
。其

の

善
惡

を

看

る

に

は
、
別

に

さ

う

い

ふ

方

の
、
敎
育

を

要

す

る

の

で

あ

る
。

然

ら

ば
、何

う

い

ふ

風

の
繪

が

善

い

か

と

い

ヘ

ば
、色

々

の

條

件

が

有

る

け

れ

ど

も
、
先

づ
畫

い

れ

も

の

が

其

の

心

持

を

能

く

現
し

て

居

る

な

ら
、
一
番

善

い

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。其

の

心

持

が
寫

眞

の

や

う

に
寫

つ

て

居

る

な

ら

宜

い

の

で

あ

る
。
例

ヘ

ば
、
一
人

の

娘

を
畫

く
な

ら
、其

の

愛

度

氣

な

い
態

度

を

能

く

現

は

す

と

か
、或

は

櫻

の
繪

な

ら
、
其

の
爛
★

と

し

た

趣

が

能

く

出

て

居

れ

ば
、
こ

れ

は

何

れ

も

善

い
繪

で

あ

る
。
小

供

を
畫

い

て

老

人

染

み
、櫻

を
畫

い

て

冬

の

景

色

の

や

う

に

見

ヘ

る

の

で

は

不

可

な

い
。
此

の

感

じ

が

先

づ

標

準

と

な

る

の
で

あ

る
。細

か

く

分

け

て

お

話

を

す

れ

ば

際

限

が

無

い

が
、概

括

し

て

言

ヘ

ば
、形

に

無

理

が

無

く
、色

の

調

和

が

能

く

出

來

て

居

る

の

が
、
次

に

來

る

必

要

條

件

で

あ

る
。
調

和

と

い

ふ

こ

と

は
、音

樂

で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

い

ふ

と
、
調

子

外

れ

に

な

ら

な

い

や

う
に

、所

謂

宮

商

が

能

く

和
諧

す

る

こ

と

を

要

す

る

の

で

あ

る
。
さ

う

い

ふ

や

う

な
處

に

注

意

し

て
、
そ

れ

等

の

條

件

が

能

く

具

は

つ

て

居

る

な

ら
、善

い
畫

と

謂

つ
て

差

支

無

い

と

思

ふ
。
先
づ

そ

ん

な

標

準

で
繪

を



見

れ

な

ら

ば
、實

際

は

其

の

範
圍

内

で
、色

々

の
區

別

が

有

る

け

れ

ど

も
、大

し

て

間
違

が

無

か

ら

う

と

思

ふ
。

此

の

外
、
西

洋
畫

を
觀

る

に

當

つ

て
、
距

離

と

い

ふ

こ

と

が

必

要

で

あ

る
。
西

洋
畫

は
、普

通
對

角

線

の

二

倍

の
處

で

見

る

や

う

に
、其

の

標

準

で

大

概

出

來

て

居

る
。故

に
、
そ

れ

以

上

に

離

れ

て
觀

て

も

不

可

ず
、
夫

れ

以

内

に

近

寄

つ

て
觀

て

も

不

可

な

い

の

で

あ

る
。
繪
が
餘

り

近

く

目

に

這

入

つ

て

は
、言

は
ゞ

あ

ら

が

見

へ

る

と

い

ふ

や

う

な
譯

で
、
眞

の
繪

の

見

所

を

失

ふ

こ

と

に

な

る
。さ

う

い

ふ

や

う

な

標

準

か

ら
、室

の

適

當

な

所

に
繪

を

掛

け

て
、室

の

眞

中

の

椅

子

か

ら
觀

ら

れ

る

や

う

に

す

る

が

宜

い
。若

し

非

常

に

大

き

な
繪

で

あ

る

な

ら

ば
、
そ

れ

を

室

内

に

掛

け

る

時

に

は
、座

つ

て

居

る

に

も

椅

子

に

掛

け

る

に

も

、
觀

る

人

の

目

と

平

面

に

な

る

な

ら

ば

宜

い
。
必

ず

し

も

日

本

の

部

屋

で

あ

る

か

ら

と

い

つ

て
、
な

げ

し

の

上

に

掛

け

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

い

ふ
譯

は

無

い
。釣

額

に

し

て

も

宜

い

し
、或

は

座

席

に
應

じ

て
、
即

ち

椅

子

の

座

布

團

と

の

工

合

に

依

つ

て
、
其

の

繪
を

屈

め

て

も

仰

向

け

て

も

宜

い
。此

の

掛

方

と

距

離

と

に

依

つ

て
、
繪
が

非

常

に
觀

善

く

も

な

れ

ば
、槻
惡

く
ゝ

も

な

る

か

ら
、此

の
點

は
餘

程

注

意

が

肝

要

で

あ

る
。

そ

れ

か

ら
、保

存

の

こ

と

も
、次

手

に

お

話

し

て

置

か

う
。近

頃

西

洋
畫

を

愛

す

る

人

が

多

く

な

つ

て
、大
變
應

接

間

な

ど

に

掛

け

て

置

く

が
、
そ

れ

に

就

い

て

は

保

存

の

必

要

が

あ

る
。
日

本
畫

で

あ

る

と
、
一
週

間

位

で
、掛

更

へ

る

の

が

普

通

で

あ

る

か

ら

、

別

に

言

ふ

こ

と

も

要

ら

ぬ

が
、
西

洋
畫

に

な

る

と
、大

概

長

く

晒

さ

れ

て

居

る

や

う

で

あ

る
。
そ

こ

で
、保

存

の

方

法

が

肝

要

に

な

つ

て

來

る

の

で

あ

る
。併

し
、
單
に

保

存

の

側

か

ら

云

へ

ば
、
西

洋
畫

は
日

本
畫

に

比

較

し

て

仕

易

い

方

で

あ

る
。
西

洋
畫

は

倉

に

仕

舞

つ

て

置

い

て

も
、
濕
氣

を

受

け

る

だ

け

で

あ

る

が
、日

本
畫

は
、其

の

外

に

虫

が

附

く

と

い

ふ

憂

が

有

る
。
そ

こ

で
、
西

洋
畫

の

保

存

に

は
、
濕
氣

を

防

ぐ

と

い

ふ

こ

と

が
、第
二

の

要
點

で
、
さ

う

す

る

に

は
、
何

う

い

ふ

注

意

が

宜

い

か

と

言

ヘ

ば
、
油

繪
の

方

は
、ワ

ニ

ス

を
繪

の

上

に

引

く

の

が

當

前

で

あ

る
。
硝
子

を

張

る

の

も
惡

く

は

な

い
。
水

彩
畫

や

パ

ス

テ

ル

の

方

は
、
硝

子

を

張

る

の

が

普

通

で

あ

る
。
そ

れ

で

先

づ

大

概

保

存

さ

れ

る

こ

と

に

な

つ

て

居

る
。
濕
氣

の

外

に

は
、直

接

日

光

を

受

け

る

と

か
、即

ち
強

い

光

線

に
觸

れ

る

と

い

ふ

や

う

な

こ

と

も
、害

に

は

な

る

が
、
繪
は

大

概

室

内

に

掛

け

て

あ

つ

て
、其

の

害

を

受

け

る

機

會

は
、滅

多

に

無

い

か

ら
、此

れ

は

別

に

注

意

す

る

迄

も

有

る

ま

い
。


